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信州さらしな  魅力再発見！
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「
さ
ら
し
な
」
は
古
く
か
ら
日
本
人
の
あ
こ
が
れ
の
地
で
し
た
。

　
平
安
時
代
の
西さ

い
ぎ
ょ
う行

が
詠う

た

い
、
室
町
時
代
の
世ぜ

あ

み

阿
弥
が
舞
い
、
江
戸
時
代

に
は
芭ば

し
ょ
う蕉

が
訪
れ
、
一い

っ
さ茶

が
楽
し
み
ま
し
た
。「
さ
ら
し
な
」
に
来
て
月

を
見
る
こ
と
に
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。「
さ
ら
し
な
」
は
白
さ

が
際
立
つ
「
さ
ら
し
な
そ
ば
」
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
「
さ
ら
し
な
」
の
シ
ン
ボ
ル
が
信
州
千ち

曲く
ま

市し

の
霊れ

い
ほ
う峰

・ 

冠か
む
り
き
や
ま

着
山

（
姨お

ば
す
て
や
ま

捨
山
）
で
す
。

　

冠
着
山
の
す
そ
野
に
広
が
る
、
美
し
き
里
一
帯
を
「
さ
ら
し
な
の
里
」

と
呼
び
、「
美
し
さ
ら
し
な
」
を
合
い
言
葉
に
、
ふ
る
さ
と
、
地
域
を
元

気
に
し
て
い
く
活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

<

さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス>

は
千
曲
市
と
一
緒
に
、
冠
着
山
を
は
じ
め

と
す
る
、
さ
ら
し
な
の
里
の
観
光
資
源
の
価
値
を
高
め
た
い
と
考
え
、
こ

の
ガ
イ
ド
冊
子
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
べ
で
わ
か
っ
た
さ
ら
し

な
の
魅
力
を
こ
の
よ
う
に
紹
介
す
る
と
、
千
曲
市
は
も
っ
と
魅
力
的
に
な

る
と
い
う
提
案
で
す
。

　
千
曲
市
の
新
し
い
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
も
「
古
よ
り
特
別
の
想お

も

い
を
寄
せ
る

憧あ
こ
がれ

の
地 

　科し
な

野の

さ
ら
し
な
の
里 

千
曲
」
と
、
千
曲
市
に
さ
ら
し
な
の
里

が
あ
る
こ
と
を
観
光
の
柱
に
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
こ
こ
に
暮
ら
す
私
た
ち
が
さ
ら
し
な
の
魅
力
を
再
確
認
し
合
い
、

も
っ
と
す
が
す
が
し
く
、
生
き
生
き
と
し
た
さ
ら
し
な
の
里
に
し
て
い
き

ま
せ
ん
か
。「
美
し
さ
ら
し
な
」
を
合
い
言
葉
に
日
本
中
に
、
そ
し
て
世

界
に
広
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
さ
ら
し
な
の
里
は
長
野
県
千
曲
市
を
中
心
と
し
た
冠
着

山
（
姨
捨
山
）
の
す
そ
野
に
広
が
る
地
域
。
現
在
の
大
き

な
地
区
名
で
い
う
と
千
曲
市
の
上か

み

山や
ま

田だ

、
更さ

ら
し
な級

、
八や

わ
た幡

、

稲い
な
り
や
ま

荷
山
な
ど
、
千
曲
川
の
川か

わ
に
し西

地
域
が
中
心
で
す
が
、

長は

せ谷
寺で

ら

が
あ
る
長
野
市
南
部
の
塩し

お
ざ
き崎

も
さ
ら
し
な
の
里
で

す
。
市
町
村
合
併
が
進
み
消
滅
し
た
「
更さ

ら
し
な
ぐ
ん

級
郡
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
郡
域
の
部
分
を
構
成
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
一
帯
は
、
地
域
の
歴
史
を
色
濃
く
残
す
建
造
物
や

市
街
地
と
、
伝
統
を
反
映
し
た
人
々
の
暮
ら
し
が
一
体
と

な
っ
て
い
る
た
め
、「
千
曲
市
歴
史
的
風ふ

う

致ち

維
持
向
上
計

画
」
の
対
象
地
域
と
な
り
、
国
の
支
援
を
受
け
て
整
備
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
冊
子
で

は
、「
さ
ら
し
な
」
に
「
更

級
」「
更
科
」「
佐
良
志
奈
」

の
異
な
る
漢
字
を
あ
て
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
さ
ら
し

な
の
里
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
冠
着
山
（
姨
捨
山
）
の

す
そ
野
に
広
が
る
同
じ
地

域
を
指
し
て
い
ま
す
。
文

脈
上
、
伝
統
的
に
よ
く
使

わ
れ
て
き
た
漢
字
を
使
っ

た
方
が
い
い
場
合
に
限
り

使
っ
て
い
ま
す
。

「さらしなの里」　 千曲橋付近上空から南の方角を望む（小型無人機ドローンで撮影）

冠着山（姨捨山）

お手持ちのスマートフォンで、さらしなの里がある信州千曲市
全域がご覧になれます

APP ストアか PLAY ストアでＣＯ
ＣＯＡＲ２を検索・インストール
してください（無料）。写真全体を
スマホでかざせばＯＫ

ＱＲコードの読み
取りアプリを左の
マークにかざして
ください

は
じ
め
に
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「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
言
葉
か
ら
日
本
人

が
連
想
す
る
も
の
で
一
番
多
い
の
は
「
さ

ら
し
な
そ
ば
」
だ
そ
う
で
す
。「
さ
ら
し
な

そ
ば
」
は
白
い
そ
ば
で
、そ
の
「
白
さ
」
に
、

「
さ
ら
し
な
」
の
清
ら
か
な
美
し
さ
を
重
ね

合
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

な
ぜ
白
い
そ
ば
が
「
さ
ら
し
な
そ
ば
」

で
、
こ
の
地
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
？

　

そ
の
理
由
を
探
っ
て
み
る
と
、「
さ
ら
し

な
」
と
い
う
場
所
と
地
名
の
響
き
に
、
日

本
人
の
美
意
識
が
た
っ
ぷ
り
つ
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

◆
す
が
す
が
し
さ
と
躍
動
感
の
響
き

　

　
「
白
」
か
ら
感
じ
る
こ
と
は
、
神し

ん
せ
い聖

、

清せ
い
け
つ潔

、
清さ

や

か
、
清せ

い

そ楚
、
清せ

い
じ
ょ
う浄

、
清せ

い
り
ょ
う涼

、

清せ
い
れ
つ冽

な
ど
、
人
間
の
理
想
と
す
る
す
が
す

が
し
さ
で
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
口
ず
さ

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
さ
行
の
澄
ん
だ
音

が
際
立
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
し
な
の
響
き

と
似
て
い
ま
す
。

　

唱
歌
「
春
の
小
川
」(
高た

か

野の

辰た
つ
ゆ
き之

作
詞)

も
口
ず
さ
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
春
の
小
川
は
さ
ら
さ
ら

9

9

9

9

い
く
よ　

岸き
し

の

ス9
ミ
レ9
や
レ9
ン
ゲ
の
花
に　

す9

が
た
や
さ9

し9

く
色
美
し9

く　

さ9

け
よ
さ9

け
よ
と
さ
さ
9

9

や
き
な
が
ら9

」

　

特
に
「
さ
ら
さ
ら
」
は
、
清
ら
か
な
水

の
流
れ
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
、「
さ
行
」
は

す
が
す
が
し
さ
、「
ら
行
」
は
躍
動
感
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。「
さ
行
」
と
「
ら
行
」
の
音

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
地
名
が
「
さ
ら
し
な
」

で
す
。

◆
ひ
と
き
わ
美
し
い
月

　
「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
地
名
が
残
る
地
域

は
月
が
美
し
い
こ
と
で
も
有
名
で
す
。

　

月
は
「
心
の
鏡
」
と
も
呼
ば
れ
、
自
分
が

理
想
の
姿
に
近
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
確
か

め
る
対
象
で
も
あ
り
、
和
歌
や
俳
句
に
た
く

さ
ん
詠
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
月
の
満
ち
欠
け

に
は
、
再
生
、
更
生
と
い
っ
た
、
新
し
く
生

ま
れ
変
わ
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
月
が
ひ
と
き
わ
美
し
い
「
さ
ら
し

な
の
里
」
は
、
千
年
以
上
も
前
か
ら
、
京
の

　
「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
地
名
は
ど
の
よ
う
に
し

て
で
き
た
の
か
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
思
い
切
っ
て
想
像
し
て
み
ま
す
。

　
長
野
県
の
別
名
「
信し

な
の濃

」
と
関
係
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
信
濃
は
古
く
は
「
科し

な
の野

」
と
い

う
漢
字
で
、
こ

の
漢
字
が
指
す

所
は
、
現
在
の

千ち
く
ま
し

曲
市
屋や

し
ろ代

地

区
な
ど
千
曲
市

の
北
部
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

天
皇
を
中
心
に

各
地
の
豪
族
を

束
ね
て
中
央
集

権
国
家
を
つ
く

る
と
き
、
現
在

の
千
曲
市
の
エ

リ
ア
で
あ
る
「
更
級
郡
」
と
「
埴は

に
し
な
ぐ
ん

科
郡
」
も
定
め

ら
れ
た
の
で
す
が
、
両
郡
に
は
と
も
に
「
し
な
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
呼
び
名

は
「
科
野
」
を
も
と
に
誕
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
更
級
郡
は
千
曲
川
の
西
に
広
が
り
、
山
並
み
は

な
だ
ら
か
。
東
（
埴
科
郡
）
の
山
並
み
か
ら
上
っ

た
太
陽
の
日
差
し
を
受
け
、
す
が
す
が
し
い
朝
日

が
差
し
込
み
ま
す
。
そ
れ
で
「
さ
新あ

ら

し
な
」
？　

　

埴
科
の
埴
に
は
黄
土
色
の
粘
土
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。
旧
埴
科
郡
の
屋
代
の
山
頂
に
は
科
野
を
治

め
た
王
墓
の
長
野
県
最
大
の
森も

り
し
ょ
う
ぐ
ん
づ
か
こ
ふ
ん

将
軍
塚
古
墳
（
写

真
）
が
あ
り
、
こ
こ
は
粘
土
で
作
ら
れ
た
た
く
さ

ん
の
埴は

に
わ輪

で
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
埴
科
？

　
屋
代
周
辺
に
は
シ
ナ
の
つ
く
地
名
が
集
中
し
て

い
ま
す
。
倉く

ら
し
な科

、
保ほ

し
な科

、
波は

べ閇
科し

な

、
信の

ぶ
し
な級

…
。
篠し

の

ノの

井い

も
含
め
、
科
野
と
の
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
地

名
で
す
。

五里ヶ峰から見た「さらしなの里」。左のとがった山が冠着山（姨捨山）、中央を流れるのが千曲川、白い峰々は北アルプス（西沢保雄さん撮影）

都
人
を
は
じ
め
多
く
の
日
本
人
の
あ
こ
が
れ

で
し
た
。

　
「
さ
ら
し
な
の
里
」
に
は
冠か

む
り
き
や
ま

着
山

（
姨お

ば
す
て
や
ま

捨
山
）
や
鏡き

ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
、棚た

な

田だ

、千ち

曲く
ま

川が
わ

と
い
っ

た
月
を
美
し
く
見
せ
る
舞
台
装
置
が
そ
ろ
っ

て
い
た
た
め
で
す
。
古
代
か
ら
都
と
つ
な
が

る
道
（
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
の
支し

ど
う道

）
が
通
っ
て
い
た
こ

と
も
人
々
を
引
き
寄
せ
た
理
由
で
す
。

◆
生
ま
れ
変
わ
る
、
若
返
り
の
里

　

や
が
て
、
さ
ら
し
な
の
里
は
「
月
の
都
」

と
も
呼
ば
れ
、
人
々
は
す
が
す
が
し
さ
と

躍
動
感
を
一
層
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
人
々
は
「
姨
捨
」
に
来
て
「
さ
ら
し
な
」

の
世
界
に
浸ひ

た

り
、
生
ま
れ
変
わ
り
、
若
返
っ

て
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
地
名
の
響
き
の
清

ら
か
な
美
し
さ
と
、
そ
の
清
ら
か
な
美
し

さ
を
裏
切
ら
な
い
月
や
冠
着
山
（
姨
捨
山
）、

鏡
台
山
、
棚
田
、
千
曲
川
と
い
っ
た
景
観
が
、

心
で
響
き
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

すがすがしさの美しさ 　地
名
遺
産

  
さ
ら
し
な

地ち

め

い

い

さ

ん

名
遺
産
っ
て
？

　
「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
地
名
を
活
用
し
て
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
考
え
た
造
語
で
す
。
市
町
村

合
併
で
２
０
０
５
年
１
月
、「
更さ
ら
し
な
ぐ
ん

級
郡
」
が
消
滅
し
た
の
が
残
念
で
つ
く
り
ま
し
た
。「
さ
ら
し
な
」
は

千
年
以
上
前
か
ら
京
都
の
貴
族
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
が
あ
こ
が
れ
た
土
地
で
、「
更
級
郡
の
消
滅
は
歴

史
的
事
件
」
と
指
摘
す
る
歴
史
学
者
も
い
た
か
ら
で
す
。
後
世
に
残
す
べ
き
建
物
や
自
然
を
「
世
界
文

化
遺
産
」「
世
界
自
然
遺
産
」
と
し
て
登
録
す
る
よ
う
に
、
未
来
に
伝
え
る
べ
き
地
名
を
「
地
名
遺
産
」

と
呼
び
、
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

さらしなは科野から誕生？
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◆
京
都
御
所
の
さ
ら
し
な

　

江
戸
時
代
ま
で
天
皇
の
住
ま
い
だ
っ
た

京
都
御
所
の
清
涼
殿
と
い
う
建
物
の
中
に
、

「
更
科
の
里
」
と
い
う
題
の
ふ
す
ま
絵
（
上

の
写
真
）
が
あ
り
ま
す
。

　

頭
の
飛
び
出
た
山
が
冠
着
山
（
姨
捨
山
）

の
よ
う
で
す
。
千
曲
川
を
は
さ
ん
で
対
岸

に
あ
る
五ご

里り

ヶが

峰み
ね

の
方
角
か
ら
、
冠
着
山

（
姨
捨
山
）
を
見
る
構
図
で
、
さ
ら
し
な
の

里
の
実
景
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

平
安
時
代
、
天
皇
が
日
常
の
生
活
と
毎

日
の
仕
事
を
行
っ
て
い
た
の
が
清
涼
殿
で

す
。
現
在
の
清
涼
殿
は
火
事
で
焼
け
た
後

の
安
政
２
年
（
１
８
５
５
）
の
再
建
で
、

部
屋
を
仕
切
る
ふ
す
ま
に
は
全
国
の
名
所

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
見
て
楽

し
む
だ
け
で
な
く
、
天
皇
が
日
本
と
い
う

国
土
を
支
配
す
る
王
で
あ
る
こ
と
を
国
内

外
に
知
ら
せ
る
役
割
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
信
濃
の
国
か
ら
は
「
さ
ら
し
な
の

里
」
だ
け
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ

け
「
さ
ら
し
な
の
里
」
が
重
要
な
所
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
更
級
日
記

　

平
安
時
代
は
「
さ
ら
し
な
」
が
文
学
の
タ

イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。「
更さ

ら
し
な
に
っ
き

級
日
記
」

で
す
。
作
者
は
菅す

が
わ
ら
の
た
か
す
え
の
む
す
め

原
孝
標
女
。
貴
族
の
女

性
が
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
日
記
で
、

夫
を
亡
く
し
て
独
り
身
に
な
っ
た
自
分
の

  
日
本
人
の
あ
こ
が
れ

　 
さ
ら
し
な
　

姿
を
、
晩
年
の
心
境
と
し
て
次
の
よ
う
に

詠
ん
で
い
ま
す
。

　

月
も
出い

で
で
闇
に
暮
れ
た
る
姨
捨
に
な

に
と
て
今こ

よ
い宵

訪
ね
来
つ
ら
む

　

月
も
出
て
い
な
い
夜
、
年
老
い
た
独
り

身
の
私
の
も
と
に
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て

訪
ね
て
き
た
の
で
す
か
―
。

　

こ
の
和
歌
が
あ
る
か
ら
日
記
の
タ
イ
ト

ル
が
「
更
級
日
記
」
に
な
っ
た
と
い
う
の

が
研
究
者
の
通
説
で
す
。
和
歌
に
は「
更
級
」

と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
安
時

代
に
は
す
で
に
「
姨
捨
」
と
言
え
ば
「
さ

ら
し
な
の
里
」
が
連
想
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
証
拠
で
す
。

　

実
は
「
更
級
」
の
言
葉
は
和
歌
に
な
い

だ
け
で
な
く
、
日
記
の
ど
こ
に
も
出
て
き

ま
せ
ん
。
さ
ら
し
な
の
里
の
こ
と
も
何
も

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
日
記
の

タ
イ
ト
ル
は
「
姨
捨
日
記
」
に
す
れ
ば
よ

か
っ
た
と
も
い
え
ま
す
が
、
な
ぜ
「
更
級

日
記
」
と
し
た
の
か
。

　

本
の
タ
イ
ト
ル
は
手
に
取
り
、
開
い
て

み
た
く
な
る
よ
う
に
目
を
引
き
、
耳
に
も

心
地
良
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
全

体
の
内
容
を
包
み
こ
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
菅
原
孝
標
女
に
と
っ
て
は
す
が
す
が

し
さ
と
躍
動
感
を
感
じ
さ
せ
る
「
更
級
」
が
、

自
分
の
人
生
の
物
語
を
、
一
番
包
み
こ
め

る
言
葉
だ
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。

タ
イ
ト
ル
に
す
る
こ
と
で
「
自
分
の
人
生

は
良
い
人
生
だ
っ
た
」
と
納
得
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

同
じ
く
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
西さ

い
ぎ
ょ
う行

に

も
さ
ら
し
な
の
里
に
ま
つ
わ
る
「
姨
捨
は

信
濃
な
ら
ね
ど
い
づ
く
に
も
月
澄
む
峰
の

名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
い
う
和
歌
が
あ

り
ま
す
。
月
が
美
し
く
見
え
る
山
を
見
る

と
姨
捨
山
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
を
詠
ん
だ

も
の
で
、
さ
ら
し
な
の
里
に
あ
る
姨
捨
山

へ
の
西
行
の
関
心
が
大
変
強
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

◆
秀
吉
と
さ
ら
し
な

　

豊と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

臣
秀
吉
も
「
さ
ら
し
な
の
月
は
第
一

級
だ
」
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
和
歌

が
残
っ
て
い
ま
す
。　

　

さ
ら
し
な
や
を
し
ま
の
月
も
よ
そ
な
ら

ん
た
だ
ふ
し
み
江え

の
あ
き
の
夕
暮
れ

　

秀
吉
が
天て

ん
か
び
と

下
人
と
な
っ
た
後
に
造
っ
た

伏ふ
し
み
じ
ょ
う

見
城
（
京
都
市
伏
見
区
）
で
詠
ん
だ
歌
で
、

伏
見
城
で
見
る
月
は
月
の
名
所
の
さ
ら
し

な
や
、
宮
城
県
の
松ま

つ
し
ま島

よ
り
す
ば
ら
し
い

と
詠
ん
で
い
ま
す
（「
を
し
ま
」
は
松
島
湾

に
浮
か
ぶ
一
つ
の
島
「
雄
島
」
の
こ
と
で
、

当
時
雄
島
は
松
島
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ

清涼殿のふすまに描かれた「更科の里」
四角の白い紙に、さらしなの里を題材にした和歌が

書かれ、歌の内容に合うよう絵が描かれています。

和歌は「おばすてのやまぞしぐれる風見えてそよさ

らしなの里のたかむら」。「たかむら」は漢字をあて

るとしたら「高村」なので、意味は姨捨山は木々の

葉が落ち、小雨にけぶっている、ススキも風にそよ

ぎ、ふもとのさらしなの里はなんともいえぬ風情を

かもし出している　（撮影：岡本茂男氏、毎日新聞

社発行「皇室の至宝６」から、和歌は飛
あ す か い

鳥井雅
まさのり

典作、

絵は土
と さ

佐光
みつきよ

清作）

平
安
時
代
の
貴
族
女
性
が
書
い
た
「
更
級
日
記
」

の
表
紙
（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
、
毎
日
新

聞
社
発
行
の
「
皇
室
の
至
宝
11
」
か
ら
）

秀
吉
が
さ
ら
し
な
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
た
和
歌

（
高
台
寺
所
蔵
）

天皇の代替わり儀式が営まれてきた京都御所の紫
ししんでん

宸殿。清涼殿はこの左奥にある
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ま
し
た
）。

　

伏
見
城
の
あ
る
丘
の
下
に
は
、
巨お

ぐ
ら
い
け

椋
池

と
呼
ば
れ
る
京
都
最
大
の
湖
が
あ
っ
た
の

で
、
さ
ら
し
な
の
里
の
千
曲
川
が
月
の
光

を
美
し
く
照
ら
し
上
げ
る
よ
う
に
、
巨
椋

池
の
水
面
も
、
月
の
光
を
美
し
く
反
射
さ

せ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

秀
吉
は
さ
ら
し
な
の
月
よ
り
伏
見
の
月

が
上
だ
と
詠
ん
で
い
ま
す
が
、
裏
返
せ
ば
、

そ
れ
だ
け
「
さ
ら
し
な
」
が
あ
こ
が
れ
の

地
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
松
尾
芭
蕉
と
さ
ら
し
な

　

俳
人
の
松ま

つ

お尾
芭ば

し
ょ
う蕉

は
、
江
戸
時
代
の

貞じ
ょ
う
き
ょ
う

享
５
年
（
１
６
８
８
）、
中
秋
の
さ
ら

し
な
の
月
を
見
る
た
め
に
や
っ
て
き
て
、

「
更さ

ら
し
な科

紀き
こ
う行

」
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
紀
行

文
は
「
さ
ら
し
な
の
里
姨
捨
山
の
月
み
ん

こ
と
、
し
き
り
に
す
す
む
る
秋
風
の
心
に

吹
き
さ
わ
ぎ
て
…
」
と
始
ま
り
ま
す
。「
し

き
り
に
す
す
む
る
秋
風
の
心
に
吹
き
さ
わ

ぎ
て
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
さ
ら
し
な
の

月
を
ど
う
し
て
も
見
た
か
っ
た
芭
蕉
の
思

い
が
わ
か
り
ま
す
。

　

芭
蕉
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
「
さ
ら
し

な
の
月
」
を
見
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

平
安
時
代
に
で
き
た
古
今
和
歌
集
の
「
わ

が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に

照
る
月
を
見
て
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
さ

ら
し
な
の
月
」
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
多
く

の
和
歌
を
知
り
、
さ
ら
し
な
の
月
を
実
際

に
見
て
み
た
い
強
い
気
持
ち
を
持
っ
て
い

た
の
で
、「
月
な
ら
さ
ら
し
な
」
と
考
え

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は
中
秋

（
十じ

ゅ
う
ご五

夜や

）、
さ
ら
し
な
の
里
を
訪
ね
た
後
、

江
戸
に
向
か
う
の
で
す
が
、
翌
日
に
立
ち

寄
っ
た
隣
の
坂さ

か
き城

で
は
「
十い

ざ

よ

い

六
夜
も
ま
だ

さ
ら
し
な
の
郡こ

お
り

か
な
」
と
詠
ん
で
お
り
、

さ
ら
し
な
へ
の
強
い
思
い
入
れ
を
感
じ
さ

せ
ま
す
。

　

芭
蕉
は
、
さ
ら
し
な
へ
の
旅
の
翌
年
、

芭
蕉
文
学
の
集
大
成
と
な
る
「
奥
の
細
道
」

の
旅
に
出
か
け
ま
す
。
中
秋
の
名
月
を
「
月

の
都
」
と
呼
ば
れ
る
さ
ら
し
な
の
里
で
体

感
で
き
た
の
で
、
い
よ
い
よ
「
奥
の
細
道
」

の
旅
に
出
か
け
ら
れ
る
と
自
信
を
深
め
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

同
じ
く
江
戸
時
代
の
信
州
を
代
表
す
る

俳
人
、
小こ

ば
や
し
い
っ
さ

林
一
茶
も
た
び
た
び
姨
捨
に
来

ま
し
た
。
そ
の
と
き
作
っ
た
句
の
一
つ
が　

「
一ひ

と
よ夜

さ
は
我わ

れ

さ
ら
し
な
よ
さ
ら
し
な
よ
」。

古
来
、
京
の
都
人
を
は
じ
め
全
国
の
人
の

あ
こ
が
れ
の
地
と
な
っ
た
さ
ら
し
な
に
一

夜
ひ
た
る
こ
と
が
で
き
た
一
茶
の
感
激
が

う
か
が
え
ま
す
。

◆
各
地
の
さ
ら
し
な

　

こ
う
し
た
さ
ら
し
な
へ
の
あ
こ
が
れ

は
、
各
地
の
地
名
に
も
つ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

代
表
的
な
の
が
京
都
の
「
新し

ん
さ
ら
し
な

更
科
」。

京
都
市
東ひ

が
し
や
ま山

区
の
安や

す

い

こ

ん

ぴ

ら

ぐ

う

井
金
毘
羅
宮
一
帯

の
呼
び
名
で
、
こ
こ
は
か
つ
て
は
貴
族

や
お
金
持
ち
が
遊
ぶ
風
雅
な
所
で
し
た
。

「
新
更
科
」
の
地
名
は
、
こ
の
一
帯
の
神

社
仏
閣
が
山
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
に
建
て

ら
れ
、
月
も
間
近
に
見
上
げ
る
の
で
、
月

へ
の
親
近
感
と
格
別
な
味
わ
い
が
あ
っ

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。「
東
山
の
月
の
美
し
さ
は
、
信
濃
の

さ
ら
し
な
の
月
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
」

と
し
て
「
新
」
を
つ
け
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

千
葉
県
に
は
「
更
科
村
」
が
あ
り
ま
し

た
。
明
治
22
年
（
１
８
８
９
）、
９
つ
の

村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
村
で
、
昭
和
の

大
合
併
（
１
９
５
５
年
）
ま
で
存
在
し
ま

し
た
（
現
在
は
千
葉
市
若
葉
区
）。

　

地
元
の
郷
土
史
研
究
会
に
よ
る
と
、
こ

の
村
名
は
徳と

く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
と
関
係
が
あ
り
ま

す
。
鷹た

か

狩が

り
を
し
に
こ
の
地
に
入
っ
た
家

康
は
、
休
憩
し
た
寺
で
出
さ
れ
た
そ
ば
が

と
て
も
お
い
し
か
っ
た
の
で
「
信
州
さ
ら

し
な
の
名
高
い
そ
ば
よ
り
も
風
味
が
よ

い
」
と
気
に
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
「
こ

の
地
を
さ
ら
し
な
と
呼
ぶ
よ
う
に
す
る

が
い
い
」
と
言
っ
た
の
が
始
ま
り
と
の
こ

と
。　
　
　
　

　

日
本
に
は
富
士
山
が
見
え
る
の
で
、
富

士
見
と
名
づ
け
ら
れ
た
地
名
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
。
美
し
い
と
こ
ろ
、
神
々
し

い
も
の
、
威
光
に
あ
や
か
り
た
い
意
識
が

働
い
た
た
め
で
す
が
、
さ
ら
し
な
に
も
そ

の
よ
う
な
魅
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

老舗和菓子店「虎
と ら や

屋」に「新更科」という名前の羊
よ う か ん

羹
があります。虎屋には、切り口に季節の風物をデザイ
ンした羊羹がいくつもあり、新更科は山の端

は

から上がっ
た月が大きく描かれています。「月の都さらしな」を踏
まえた図案。写真は東京の帝国ホテルで中秋の前後限
定で販売されたときの様子

　
「
さ
ら
し
な
」
へ
の
全
国
の
人
の
あ
こ
が
れ
は
「
月
の
都
」
と
い
う
称

号
を
さ
ら
し
な
の
里
に
も
た
ら
し
ま
し
た
。「
芸
術
の
都
パ
リ
」「
水
の
都

ベ
ニ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
だ
れ
も
が
名
実
と
も
に
そ
の
す

ば
ら
し
さ
を
認
め
る
と
「
都
」
と
い
う
称
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
し

な
を
「
月
の
都
」
と
呼
ん
だ
都
の
歌
人
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時

代
を
生
き
た
、
小
倉
百
人
一
首
の
選
者
の
藤ふ

じ
わ
ら
の
て
い
か

原
定
家
で
、
次
の
歌
が
あ
り

ま
す
。

　は
る
か
な
る
月
の
都
に
契ち

ぎ

り
あ
り
て
秋
の
夜
す
が
ら
更
級
の
月

　
私
は
京
の
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
さ
ら
し
な
と
い
う
月
の
都
の
地
と
縁
が

あ
る
。
秋
の
夜
の
月
を
都
で
眺
め
て
い
て
も
、
更
級
の
月
の
こ
と
が
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
…
。
定
家
は
66
歳
の
晩
年
、
信
濃
国こ

く
し司

の
任
に
就
い
た
こ

と
が
あ
る
た
め
、
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
歌
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
ま
す
。

　
俳
句
で
は
、
江
戸
時
代
の
天
保
７
年
（
１
８
３
６
）
に
詠
ま
れ
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　旅
な
れ
や
月
の
都
に
月
の
秋 

　（鴫
立
庵
雉
啄
）

　
明
治
時
代
に
な
る
と
、
旧
更
級
村
初
代
村
長
の
塚つ

か
だ
ま
さ
た
け

田
雅
丈
さ
ん
が
「
月

の
都
」
を
た
く
さ
ん
和
歌
に
使
い
ま
す
。

　
君
が
代
に
月
の
都
と
言
ふ
べ
き
は
こ
の
更
級
の
姨
捨
の
山

　久ひ
さ
か
た方

の
月
の
都
は
信
濃
な
る
冠
着
山
の
峯
に
こ
そ
あ
れ

　
雅
丈
さ
ん
は
当
地
に
や
っ
て
く
る
有
名
人
を
た
く
さ
ん
自
宅
に
泊
め
る

な
ど
し
て
も
て
な
す
の
で
す
が
、
泊
ま
っ
た
人
た
ち
の
和
歌
や
俳
句
に
も

「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

　
こ
の
舟
を
あ
が
れ
ば
月
の
都
か
な 

　（水
野
竜
孫
）

　更
級
の
月
の
都
に
来
て
み
れ
ば
名
に
も
勝ま

さ

る
と
な
ほ
思
ひ
け
む 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　           

　（交
野
時
萬
）

    

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
さ
て
で
は
な
ぜ
さ
ら
し
な
は
「
月
の
都
」
な
の
か
。
月
の
名
所
は
全
国

各
地
に
あ
り
ま
す
が
、「
月
の
都
」
と
自
他
と
も
に
認
め
る
と
こ
ろ
は
そ

ん
な
に
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
し
な
の
里
は
、
月
を
美
し
く
見
せ
る
舞
台
装

置
が
そ
ろ
っ
て
い
た
の
が
理
由
で
す
。

　
ま
ず
冠
着
山
の
姿
。
両
翼
に
背
の
低
い
山
並
み
を
従
え
、
前
面
に
は
扇

状
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
に
は
神
々
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
次
に

千
曲
川
。
古
来
、
月
の
名
所
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
水
と
セ
ッ

ト
。
水
は
月
の
光
を
反
射
さ
せ
、
闇
と
光
が
お
り
な
す
大
空
間
を
演
出
す

る
装
置
で
し
た
。
昔
は
大
雨
が
降
れ
ば
平
地
は
水
び
た
し
。
そ
こ
に
月
が

上
が
れ
ば
、
光
に
満
ち
た
空
間
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
さ
ら
し
な
と

い
う
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
白
色
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た
り
。

　
さ
ら
に
奈
良
時
代
に
さ
ら
し
な
に
い
た
建た

け
べ
の
お
お
が
き

部
大
垣
と
い
う
人
の
存
在
で

す
。
天
皇
か
ら
親
孝
行
者
と
ほ
め
ら
れ
税
金
を
免
除
さ
れ
ま
し
た
。「
続

し
ょ
く

日に
ほ
ん
ぎ

本
紀
」
と
い
う
歴
史
書
に
載
る
出
来
事
で
、
親
孝
行
と
い
う
倫
理
は
高

潔
と
い
う
白
色
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
、さ
ら
し
な
の
響
き
に
合
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
の
支
道
。
東
山
道
は
朝ち

ょ
う
て
い廷

が
造
っ
た
国

道
で
、
分
か
れ
た
道
が
冠
着
山
の
西
側
の
峠
を
越
え
日
本
海
に
通
じ
て
い

ま
し
た
。こ
の
道
を
歩
く
都
の
役
人
が
さ
ら
し
な
の
里
の
月
の
美
し
さ
を
、

み
や
げ
話
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
こ
と
が
「
月
の
都
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ

る
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「月の都」の称号が与えられたさらしな

芭蕉がさらしなへの旅で作った俳句「面
お も か げ

影や姨
お ば

ひとりなく月
の友」は、芭蕉の弟子たちが石に刻んで長楽寺に句碑を建て
ました。信濃に俳句の文化を広める大きなきっかけになった
もので、「面

お も か げ づ か

影塚」と呼ばれています

長楽寺の全景。左の大きな岩が姨
おばいし

石。下に月見堂、その手前に面
おもかげづか

影塚
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日
本
独
自
の
山
岳
信
仰
の
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
が
冠
着
山
一
帯
で
も
か

つ
て
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
山
で
の
心
身
の
鍛
錬
を
通
じ

て
世
界
安
泰
な
ど
を
祈
願
す
る
の
が
修
験
道
で
、
冠
着
山
の

頂
上
直
下
の
坊

ぼ
う
じ
ょ
う
だ
い
ら

城
平
は
、
修
行
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
明
治
時
代
の
地
図
に
は
修
験
道
に
関
係
し
た
と
み
ら
れ
る

十
三
仏
の
地
名
が
残
り
、
２
０
１
２
年
、
地
元
の
「
冠
着
山

の
自
然
と
文
化
遺
産
を
保
存
す
る
会
」
が
坊
城
平
の
大
き
な

岩
を
十
三
の
仏
様
に
見
立
て
「
冠
着
十
三
仏
」
と
し
て
復
元
。

２
０
１
５
年
に
は
「
さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
、
修
験
道

が
生
ま
れ
た
奈
良
吉よ

し
の
や
ま

野
山

の
金き

ん
ぷ
せ
ん
じ

峯
山
寺
元
宗
務
総
長
、

田た
な
か
り
て
ん

中
利
典
さ
ん
を
招
き
、
冠

着
山
を
再
び
修
験
の
地
に
す

る
取
り
組
み
を
始
め
ま
し

た
。坊
城
平
は「
い
こ
い
の
森
」

と
し
て
宿
泊
施
設
や
散
策
歩

道
を
備
え
、
泊
ま
り
が
け
で

冠
着
山
が
楽
し
め
ま
す
。

　

冠
着
山
は
千
曲
市
の
南
部
に
そ
び
え
る
標
高

１
２
５
２
㍍
の
山
。
両
側
に
な
だ
ら
か
な
尾

根
を
広
げ
る
優
美
な
姿
が
特
徴
で
す
。「
月
の

名
所
」
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
和
歌
に
詠
ま

れ
て
き
た
姨
捨
山
は
こ
の
山
の
こ
と
で
す
。
さ

ら
し
な
の
里
が
都
を
は
じ
め
全
国
の
人
の
あ
こ

が
れ
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
山
の
存
在
が
大
き

く
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の

「
古こ

き
ん今

和わ
か
し
ゅ
う

歌
集
」
に
次
の
和
歌
が
載
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
す
。

　

わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や

　姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て

　

私
は
ど
う
し
て
も
自
分
の
心
を
慰
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
さ
ら
し
な
に
あ
る
月
で
有
名
な

姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
も
ー
。
月
は
自
分
を

慰
め
て
く
れ
る
「
心
の
友
」
と
も
言
わ
れ
る
天

体
で
す
が
、作
者
は
月
の
名
所
と
し
て
有
名
な
、

さ
ら
し
な
の
里
の
姨
捨
山
の
月
を
見
て
も
、
慰

め
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
く
ら
い

さ
ら
し
な
の
月
は
平
安
時
代
の
人
の「
心
の
友
」

で
あ
り
、
あ
こ
が
れ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
千
曲
市
姨
捨
の
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺
周
辺
が
姨
捨

山
と
も
呼
ば
れ
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時

代
半
ば
、
松
尾
芭
蕉
が
訪
ね
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
ま
す
。
高
く
そ
び
え
厳
し
い
霊
山

の
冠
着
山
よ
り
容
易
に
足
を
運
べ
、
大
き
な

奇
岩
や
「
田た

毎ご
と

の
月つ

き

」
な
ど
棚
田
の
展
望
も

良
く
、
地
元
の
人
も
盛
ん
に
宣
伝
し
た
た
め

長
楽
寺
周
辺
が
姨
捨
山
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

冠
着
山
の
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
平
安
時
代
の
「
今こ

ん
じ
ゃ
く
も
の
が
た
り
し
ゅ
う

昔
物
語
集
」
に
「（
姨

捨
山
の
前
は
）
冠
山
と
呼
ば
れ
た
。
姿
が
冠

か
ん
む
りの

巾こ

じ子
に
似
て
い
る
か
ら
」
と
あ
り
ま
す
。
冠
着

山
に
は
「
更さ

ら
し
な
や
ま

級
山
」
と
呼
ば
れ
た
歴
史
も
あ
り

ま
す
。

山
頂
に
は
月
の
神
、
ヒ
メ
ボ
タ
ル
も

冠
着
山
の
頂
上
は
平
地
に
な
っ
て
い
て
四
方
が
見
渡
せ
、
冠
着
神
社
も
あ
り
ま

す
。
風
雨
が
強
い
た
め
今
は
ブ
ロ
ッ
ク
と
ト
タ
ン
屋
根
造
り
。
月
の
神
で
あ
る

月つ
く
よ
み
の
み
こ
と

読
尊
や
麓
の
六
つ
の
神
社
の
神
が
合ご

う
し祀

さ
れ
て
い
ま
す
。
月
読
尊
に
は
雨
を

降
ら
す
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
頂
上
で
修
験
者
に
よ
る
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
毎
年
７
月
28
日
に
は
地
元
の
氏
子
総
代
と
祭さ

い
て
ん
と
り
し
ま
り

典
取
締
に
、

武た
け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
の
宮
司
が
加
わ
り
、
五
穀
豊
穣
と
地
域
安
泰
を
祈
願
す
る
例
大
祭
が

行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
希
少
種
の
ヒ
メ
ボ
タ
ル
が
舞
う
時
期
で
、
そ
の
様
子

を
見
る
の
が
、
例
大
祭
前
夜
に
お
こ
も
り
を
し
て
過
ご
す
祭
典
取
締
の
楽
し
み
で

す
。
室
町
時
代
に
世ぜ

あ

み
阿
弥
が
作
っ
た
謡
曲「
姨
捨
」の
世
界
が
出
現
し
て
い
ま
す
。

阿
弥
が
作
っ
た
謡
曲「
姨
捨
」の
世
界
が
出
現
し
て
い
ま
す
。

阿
弥

　
冠
着
山
の
麓
、
千
曲
市
羽
尾
５
区
に
郷ご

う
れ
い
や
ま

嶺
山
と
呼

ぶ
里
山
が
あ
り
、
冠
着
山
の
頂
上
に
あ
る
冠
着
神
社

の
里さ

と
み
や宮

が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
１
９
６
１

年
、
さ
ら
し
な
が
親
孝
行
者
の
里
で
あ
る
こ
と
を
顕

彰
す
る
た
め
、
姨
捨
孝
子
観
音
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

姨
捨
山
が
テ
ー
マ
の
小
説
「
楢な

ら
や
ま
ぶ
し
こ
う

山
節
考
」

（
深ふ

か
ざ
わ
し
ち
ろ
う

沢
七
郎
作
）
が
当
時
大
き
な
話
題
に
な
り
、
姨
捨

山
の
別
名
が
あ
る
冠
着
山
の
ふ
も
と
は
老
い
た
親
を

捨
て
る
親
不
孝
の
里
と
み
な
さ
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た

た
め
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
世
に
知
ら
せ
、
地
元

の
人
も
確
認
す
る
た
め
で
し
た
。
親
孝
行
者
と
老
人

の
知
恵
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
毎
年

４
月
15
日
に
は
羽
尾
４
区
と
羽
尾
５
区
の
主
催
に
よ

る
例
大
祭
が
、
地
元
の
明
徳
寺
の
司
祭
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
毎
年
の
中
秋
に

は
観
月
会
が
行
な
わ
れ
ま

す
。
地
元
で
は
こ
の
地
を

「
観
月
孝
子
公
園
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

未来に伝えたい「冠
か む り き じ ゅ う さ ん ぶ つ

着十三仏」

親孝行者を見守る「姨
お ば す て こ う し か ん の ん

捨孝子観音」

　
冠
着
山
と
姨
捨
山
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
姨
捨
山
縁
起
」
と
い
う

物
語
が
、
江
戸
時
代
か
ら
長
楽
寺
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
物
語
は
神
々
が
日
本
の
国
土
を
作
っ
て
い
た
こ
ろ
、
木こ

の
は
な
さ
く
や
ひ
め

花
開
郤
姫

と
い
う
神
が
主
人
公
で
す
。
醜
い
心
を
持
つ
お
ば
さ
ん
の
神

（
大お

お
や
ま
ひ
め

山
姫
）
と
一
緒
に
、月
が
美
し
く
見
え
る
信
濃
の
山
を
訪
ね
ま
す
。

お
ば
さ
ん
は
こ
の
月
を
見
て
、
醜
い
「
姨
の
心
」
を
捨
て
、
清
ら
か

な
心
に
な
っ
た
の
で
、
山
は
「
姨
捨
山
」
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
木
花
開
郤
姫
は
自
分
の
子
と
一
緒
に
山
に
登
り
、

子
に
冠

か
ん
む
りを

の
せ
て
自
ら
は
冠
着
神
と
な
り
、
子
ど
も
の
守し

ゅ
ご
し
ん

護
神
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
の
山
が
冠
着
山
、
頂
上
直
下
の
岩
が
児ち

ご
だ
き
い
し

懐
石

（
児ぼ

こ
だ
き
い
わ

抱
岩
）
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
物
語
も
冠
着
山
と
姨
捨

山
が
同
じ
山
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

さらしなの月を見て清らかな心になった
　　　　　　　  神の物語 -「姨捨山縁

え ん

起
ぎ

」

千曲市小船山区から（翠川泰弘さん撮影）

冠着山の上空にかかる三日月

木花開郤姫の物語をモチーフにした屏風絵「姨捨山」。
千曲市倉科出身の日本画家、倉島丹浪さんの作品

さ
ら
し
な
の
シ
ン
ボ
ル
の
山

冠
着
山（
姨
捨
山
）

冠か
む
り
き
や
ま

着
山
が
姨お

ば
す
て
や
ま

捨
山
と
呼
ば
れ
る
の
は
な
ぜ
？

　
諸
説
あ
り
ま
す
が
、約
１
４
０
０
年
前
の
飛あ

す
か鳥

時
代
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
わ
る
旧
更
級
郡（
現

長
野
市
塩
崎
）の
長は

せ谷
寺で

ら（
下
の
写
真
）が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
説
を
紹
介
し
ま
す
。「
長
谷
」

は「
は
つ
せ
」と
も
読
み
、墓
所
を
意
味
す
る
古
語「
お
は
つ
せ
」と
響
き
が
似
て
い
ま
す
。「
お

は
つ
せ
」
は
「
お
ば
す
て
」
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
さ
ら
し
な
の
里
で
一
番
目
立
つ
山
を
姨
捨

山
と
呼
ん
だ
と
い
う
説
で
す
。「
姨
捨
山
」
は
和
歌
な
ど
文
学
の
上
で
は
自
分
の
心
を
癒
す
言

葉
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
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さ
ら
し
な
の
名
月
が
上
る
山

鏡
台
山

　

鏡き
ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
は
、
千
曲
市
、
坂
城
町
、
上
田

市
の
境
に
あ
る
標
高
１
２
６
９
㍍
の
山
。

北
峰
と
南
峰
が
あ
り
、
真
ん
中
が
少
し
凹

ん
で
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
頂
上
か
ら
の

眺
め
は
抜
群
。
北
ア
ル
プ
ス
の
山
並
み
、

善
光
寺
平
、
北
信
五
岳
が
一
望
で
き
ま
す
。

　

鏡
台
山
と
い
う
名
前
は
、
千
曲
市
姨
捨

に
あ
る
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺
付
近
か
ら
見
る
中
秋
の
満

月
が
、
こ
の
山
の
北
峰
と
南
峰
の
間
に
姿

を
現
す
こ
と
が
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

月
が
鏡
で
、
山
は
そ
の
鏡
を
の
せ
る
台
。

つ
ま
り
月
と
山
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
鏡
台

に
見
立
て
た
の
で
す
。

　

中
秋
の
月
が
上
る
山
の
位
置
は
そ
の
年

に
よ
っ
て
、
ま
た
見
る
場
所
に
よ
っ
て
変

わ
る
の
で
す
が
、
月
が
鏡
台
山
か
ら
上
る

様
子
が
姨
捨
か
ら
見
え
る
と
き
、
そ
の
感

激
は
極
ま
り
ま
す
。

　

鏡
台
山
と
い
う
呼
び
名
が
い
つ
で
き
た

の
か
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
調
べ
で
は
、
俳

人
の
松ま

つ
お
ば
し
ょ
う

尾
芭
蕉
が
さ
ら
し
な
の
月
を
見
に

や
っ
て
き
て
、「
更
科
紀
行
」
を
書
い
た
後

の
江
戸
時
代
半
ば
（
１
７
０
０
年
ご
ろ
）

ま
で
は
さ
か
の
ぼ
れ
ま
す
。
芭
蕉
の
来
訪

を
き
っ
か
け
に
当
地
を
訪
ね
る
人
が
増
え
、

「
姨
捨
十じ

ゅ
う
さ
ん
け
い

三
景
」
と
い
う
、
さ
ら
し
な
の
里

の
見
所
を
13
か
所
セ
ッ
ト
で
紹
介
す
る
言

葉
が
で
き
、
そ
こ
に
鏡
台
山
も
入
っ
て
い

ま
す
。

　

江
戸
後
期
に
作
ら
れ
た
本
に
は
鏡
台

山
に
つ
い
て
次
の
和
歌
も
添
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

く
も
り
な
き
御み

よ代
の
鏡
と
照
る
月
は

　う
て
な
の
山
の
名
こ
そ
を
し
け
れ

　
「
う
て
な
」
は
「
台だ

い

」
の
古
語
。「
名

こ
そ
を
し
け
れ
」
は
「
恥
ず
か
し
い
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
鏡

台
山
か
ら
上
る
澄
ん
だ
月
を
見
て
自
分
の

濁
っ
た
生
き
様
を
反
省
せ
よ
と
言
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

鏡
台
山
か
ら
上
っ
た
月
は
千
曲
川
を
照

ら
し
ま
す
。
冠
着
山
と
の
間
に
月
の
光
の

大
空
間
を
作
り
上
げ
、
さ
ら
し
な
を
「
月

の
都
」
と
し
て
美
し
く
演
出
し
て
き
た
と

言
え
ま
す
。

鏡
台
は
、
漢
字
の
意
味
の
通
り
、
鏡
を
の
せ
る

台
座
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
山
を
見
立
て

た
背
景
に
は
、「
月
は
自
分
の
心
を
映
す
鏡
」
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
月
は
和

歌
や
俳
句
に
最
も
た
く
さ
ん
詠
み
こ
ま
れ
た
も
の

の
一
つ
で
す
。
そ
れ
は
月
を
見
る
と
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
思
い
、
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
の

証
拠
で
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
自
分
の
心
の
在
り
様

の
表
現
で
す
。

こ
の
山
を
鏡
台
に
見
立
て
た
人
は
、
す
ば
ら
し

い
セ
ン
ス
の
持
ち
主
で
す
が
、
鏡
台
山
か
ら
上
る

月
に
は
「
阿
弥
陀
如
来
」
を
見
た
人
も
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
死
後
の
極
楽

浄
土
の
教
主
で
、
阿
弥
陀
如
来
を
月
に
見
立
て

る
精
神
性
は
平
安
時
代
に
京
都
で
定
着
し
ま
し

た
。
阿
弥
陀
様
は
山
の
峰
の
間
か
ら
お
迎
え
に

来
る
、
山
の
向
こ
う
に
極
楽
浄
土
が
あ
る
と
い

う
考
え
方
で
す
。「
山や

ま
ご
し越

阿あ

み

だ

弥
陀
如に

ょ
ら
い来

」
と
い

う
題
の
掛
け
軸
も
あ
り
ま
す
。
鏡
台
山
の
月
の

姿
が
そ
っ
く
り
で
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？

　

 

鏡
台
山
は
頂
上
で
運
動
会
を
し
た
山

　
大
正
９
年
（
１
９
２
０
）、
鏡
台
山
の
頂
上
の
平
坦
地
で
、
坂
城
か
ら
松

代
ま
で
の
埴は

に
し
な
ぐ
ん

科
郡
の
各
学
校
の
小
学
校
５
年
生
以
上
が
集
ま
り
、
運
動
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
種
目
は
鉢は

ち
ま
き巻

取
り
、
た
す
き
取
り
、
棒
倒
し
な
ど
学
校
対

抗
競
技
。
山
に
登
る
だ
け
で
も
大
変
で
し
た
が
、
当
時
は
日
本
が
欧
米
の
強

国
に
対
抗
で
き
る
よ
う
国
を
挙
げ
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
時
代
。
体
力
と

精
神
力
を
つ
け
る
の
も
狙
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
山
頂
か
ら
夏
み
か
ん

が
コ
ロ
コ
ロ
と
こ
ろ
げ
落
ち
、下
ま
で
拾
い
に
行
っ
た
子
も
い
た
そ
う
で
す
。

　
鏡
台
山
へ
は
、
坂
城
町
側
か
ら
の
和わ

だ
い
ら平

コ
ー
ス
、
千
曲
市
森
・
倉
科
側
の
沢

山
コ
ー
ス
の
両
方
か
ら
登
れ
ま
す
。
地
域
の
里
山
を
大
切
に
し
た
い
思
い
か
ら
、

地
元
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
団
体
の
み
な
さ
ん
の
努
力
で
山
道
や
頂
上
周
辺
の
整
備
が

行
わ
れ
、
標
識
も
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
雑
木
や
笹
で
覆
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
今
は
、
地
元
の
名
山
と
し
て
親
し
ま
れ
多
く
の
登
山
客
を
迎
え
て
い

ま
す
。

「姨捨十三景」を紹介する江戸時代の版画（千曲市教育委員会提供）

揚州周延作「更科・田毎の月」。中央に満月が上る鏡台山（千曲市教育委員会提供）

国宝「山越阿弥陀図」
　（京都国立博物館提供）

鏡台山の北峰と南峰の間から上る中秋の月（増田恵さん撮影）

月
は
「
心
の
鏡
」「
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

」
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さ
ら
し
な
の
里
が
「
月
の
都
」
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
う
え
で
、
千
曲
川
は

と
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

鏡き
ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
方
面
の
山
並
み
か
ら
上
っ
た

月
は
、
千
曲
川
を
ま
た
ぎ
、
冠
着
山
（
姨

捨
山
）
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
の
山
並

み
に
沈
ん
で
い
き
ま
す
。
山
並
み
の
間

を
進
む
雄
大
で
す
が
す
が
し
い
千
曲
川

の
水
の
流
れ
と
、
上
空
に
上
っ
た
月
の

光
が
照
ら
し
合
い
な
が
ら
、
光
の
大
空

間
を
作
り
上
げ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
空
間
の

美
し
さ
を
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
俳
句
が

で
き
て
い
ま
す
。

　更
科
の
月
を
さ
ら
す
や
ち
く
ま
川

　

　名
月
の
配
り
初
め
や
千
曲
川

　咲
き
た
り
な
月
に
千
曲
の
浪な

み

の
花

　

千
曲
川
が
古
代
の
人
に
と
っ
て
も
特

別
な
川
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

の
が
、
日
本
最
古
の
歌
集
「
万ま

ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
」

に
載
る
次
の
和
歌
で
す
。

　信
濃
な
る
千
曲
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も

　君き
み

し
ふ
み
て
ば
玉
と
拾ひ

ろ

は
ん

　

作
者
は
不
明
で
す
が
、
恋
人
同
士
か

夫
婦
の
男
女
が
千
曲
川
の
河
原
の
小
石

に
つ
い
て
「
あ
な
た
が
踏
ん
だ
石
な
の

で
宝
物
と
し
て
大
事
に
と
っ
て
お
き
ま

す
」
と
歌
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
和
歌
の
魅
力
は
サ
行
の
音
が
醸

し
出
す
、
す
が
す
が
し
い
響
き
に
も
あ

り
ま
す
。「
信
濃
な
る
」「
さ
ざ
れ
石
」「
君

し
」。
さ
ら
し
な
の
す
が
す
が
し
さ
の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な
り
ま
す
。

　

千
曲
川
は
、
旧
更こ

う
し
ょ
く埴

市
、
旧
戸
倉

町
、
旧
上
山
田
町
の
一
市
二
町
が
合
併

（
２
０
０
３
年
）
し
て
で
き
た
新
し
い
市

の
名
前
に
取
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
現

在
の
千
曲
市
で
す
。

　

川
の
名
前
の
由
来
説
の
一
つ
は
、
川

が
山
間
を
蛇
行
し
て
曲
が
り
く
ね
っ
て

い
る
た
め
と
い
う
も
の
で
す
。

　

源
流
の
川
上
村
に
は
、
大
昔
に
天
上

に
住
む
神
々
の
間
で
大
き
な
戦
い
が
あ

り
、
そ
の
と
き
に
流
さ
れ
た
血
潮
で
で

き
た
川
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
血

潮
が
あ
た
り
一
面
に
隈
な
く
川
の
よ
う

に
流
れ
た
の
で
血ち

隈く
ま

川が
わ

に
な
っ
た
と
い

う
も
の
で
す
。

千
曲
川
自
転
車

歩
行
者
専
用
道

（
さ
ら
し
な

ビ
ュ
ー
ラ
イ
ン
）　

　

千
曲
市
の
千
曲

川
の
下
流
に
向

か
っ
て
西
側
の
堤

防
は
、
自
転
車
と
歩

行
者
の
専
用
道
で

す
。
東
の
上
田
市
か

ら
犀
川
と
合
流
す

る
地
点
ま
で
約
40

㌔
。
旧
更
級
郡
域
の

東
側
の
境
界
に
相

当
。
こ
こ
を
た
ど
れ

ば
、
さ
ら
し
な
の
里

の
景
観
か
ら
歴
史

風
土
ま
で
体
感
で

き
ま
す
。
サ
イ
ク
リ

ン
グ
、
ラ
ン
ニ
ン

グ
、
散
歩
、
一
輪
車

な
ど
四
季
を
通
し

て
た
く
さ
ん
の
人

や
犬
が
行
き
来
し

て
い
ま
す
。
健
康
増

進
に
も
っ
て
こ
い

で
す
。

  
さ
ら
し
な
を
貫つ

ら

ぬ

く

   
千
曲
川

　
　
千
曲
川
を
詠
ん
だ
万
葉
集
の
和
歌
「
信
濃
な

る
千
曲
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も
君
し
ふ
み
て
ば
玉
と
拾

は
ん
」
は
、「
恋
し
の
湯
」
と
い
う
民
話
を
生
み
出

し
ま
し
た
。

「
更
級
埴
科
の
民
話
」（
浅
川
か
よ
子
著
）
に
載
る

民
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
主
人
公
は
千
曲
川

の
ほ
と
り
に
住
む
優
し
く
美
し
い
娘
と
隣
村
の
青

年
。
恋
人
同
士
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
青
年
は
江
戸

に
稼
ぎ
に
行
っ
た
き
り
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。あ
る
日
、

娘
の
夢
に
観
音
様
が
現
れ
、
千
曲
川
の
河
原
に
あ
る

赤
い
小
石
を
百
個
拾
っ
て
供
え
れ
ば
青
年
は
帰
っ
て

く
る
だ
ろ
う
と
告
げ
ま

し
た
。

娘
は
毎
日
河
原
に
出

て
赤
い
小
石
を
探
し
ま

し
た
。
99
個
見
つ
け
ま

し
た
が
、
最
後
の
１
個

が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

す
る
と
、
白
い
ひ
げ
の
老

人
が
現
れ
、
河
原
を
指
差

し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
湯

気
が
噴
き
出
し
て
お
り
、

湯
の
底
に
赤
く
光
る
石
が

あ
り
ま
し
た
。
娘
が
そ
の

小
石
を
観
音
様
に
供
え
る

と
、
青
年
は
帰
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

そ
の
温
泉
の
あ
る
上
山
田
地
区
に
は
こ
れ
を
ア
レ

ン
ジ
し
た
物
語
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
娘
は
老
人
に

「「
そ
ち
は
『
信
濃
な
る
千
曲
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も
』

と
い
う
歌
を
知
っ
て
お
る
か
な
」
と
尋
ね
ら
れ
、
歌

を
全
部
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、老
人
は
感
心
し
、

恋
人
の
帰
郷
に
つ
な
が
る
百
個
の
小
石
集
め
を
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
温
泉
街
近
く

の
大
正
橋
の
歩
道
（
写
真
上
）
に
は
、
物
語
に
ち
な

ん
で
作
っ
た
赤
色
の
小
石
が
い
く
つ
も
埋
め
込
ま
れ

て
い
ま
す
（
写
真
右
）。

千
曲
川
か
ら
生
ま
れ
た
「
恋
の
物
語
」

川
魚
の
宝
庫
、
千
曲
川

　
千
曲
川
の
魅
力
の
一
つ
は
ア
ユ
。
か
つ
て
春
先
に
日
本
海
か
ら
信
濃
川
、
千
曲
川
へ
と
遡
上
し

た
魚
で
、
適
度
な
水
温
が
ア
ユ
の
餌
で
あ
る
藻
を
大
量
に
繁
殖
さ
せ
、
千
曲
市
の
流
域
は
好
漁
場

で
し
た
。
１
９
３
６
年
に
西
大
滝
ダ
ム
（
飯
山
市
）
が
で
き
て
か
ら
は
、
日
本
海
か
ら
の
遡
上
は

な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
稚ち
ア
ユ
を
移
入
し
て
千
曲
川
に
放
流
し
て
い
ま
す
。
ア
ユ
釣
り
は
６
月
に

解
禁
さ
れ
県
内
外
か
ら
の
釣
り
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
ア
ユ
と
並
び
も
う
一
つ
昔
か
ら
食
べ
ら
れ
て
き
た
魚
が
ウ

グ
イ
。
ア
カ
ウ
オ
、
ハ
ヤ
と
も
呼
ば
れ
、
小
石
が
敷
き
詰
め

ら
れ
た
河
床
で
、
そ
の
上
を
水
が
早
く
流
れ
、
水
が
巻
く
よ

う
な
と
こ
ろ
を
産
卵
床
に
選
び
ま
す
。
こ
の
産
卵
に
集
ま
る

習
性
を
利
用
し
て
人
工
的
に
産
卵
床
を
つ
く
り
、
ウ
グ
イ
を

網
で
取
る
の
が
つ
け
ば
漁
で
、「
種
付
け
場
」
か
ら
名
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
ウ
グ
イ
は
、
川
岸
の
つ
け
ば
小
屋
で
塩
焼

き
や
、
天
ぷ
ら
、
田
楽
な
ど
の
料
理
が
楽
し
め
ま
す
。

千
曲
川
は
日
本
一
長
い
川
で
す
か
？

　
は
い
と
同
時
に
い
い
え
で
す
。
長
野
県
川
上
村
、
埼
玉
県
秩
父
市
、
山
梨
県
山
梨
市
の
３
県
の
境
に
あ

る
甲こ

ぶ
し
が
た
け

武
信
ケ
岳
を
水
源
と
し
、
北
に
流
れ
て
日
本
海
に
達
す
る
川
な
の
で
す
が
、
飯
山
を
抜
け
て
新
潟
県

に
入
る
と
信
濃
川
と
名
前
を
変
え
ま
す
。
新
潟
県
を
流
れ
る
川
な
の
に
信
濃
の
川
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ

と
不
思
議
で
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
千
曲
川
部
分
は
２
１
４
㌔
、
信
濃
川
部
分
が
１
５
３
㌔
、
全
長

３
６
７
㌔
の
日
本
で
一
番
長
い
川
で
す
。

千曲橋から望む千曲川。後方左から冠着山、姨捨の棚田、三峰山（千曲建設事務所提供）

千曲川上空の中秋の名月（冠着橋で翠川泰弘さん撮影）

清
ら
か
な
「
光
の
大
空
間
」
を
演
出

1936 年、大正橋付近ではサケのつ
かみ取りも行われた（「写真集 上山
田の百年」から）

千曲川納涼煙火大会

千曲川展望公園

千曲川ハーフマラソン（千曲市観光課提供）

（千曲市観光課提供）



1819

日
本
の
景
観
財
産

　

現
代
の
さ
ら
し
な
の
里
を
代
表
す
る
景

観
が
「
姨
捨
の
棚
田
」
で
す
。
善ぜ

ん
こ
う
じ
だ
い
ら

光
寺
平

の
北
側
か
ら
見
る
と
三
つ
の
峰
が
あ
る
こ

と
か
ら
の
命
名
と
考
え
ら
れ
る
三み

つ
み
ね
さ
ん

峰
山
の

山
麓
斜
面
の
標
高
４
６
０
～
５
６
０
㍍
に

造
ら
れ
て
い
ま
す
。
眼
下
に
、
千
曲
川
や

善
光
寺
平
（
長
野
盆
地
）
の
市
街
地
、
遠

く
は
長
野
県
と
新
潟
県
の
境
に
あ
る
山
並

み
が
一
望
で
き
ま
す
。

　
「
姨
捨
の
棚
田
」
が
い
つ
か
ら
で
き
た
の

か
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
献
に

よ
る
と
、
16
世
紀
後
半
の
戦
国
時
代
に
は
、

斜
面
を
下
る
沢
か
ら
水
を
引
い
て
一
部
で

す
が
水
田
が
作
ら
れ
始
め
、
棚
田
の
景
観

が
で
き
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
の
よ
う
に
斜
面
全
体
が
水
田
と
な

る
の
は
、
17
世
紀
前
半
の
江
戸
時
代
。
田

を
潤
す
水
を
た
め
た
「
大お

お
い
け池

」
が
造
ら
れ

て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
東
京
ド
ー
ム
の
敷

地
10
倍
の
約
40
㌶
に
、
約
１
５
０
０
枚
の

田
が
あ
り
、
土
の
畔あ

ぜ

が
み
ご
と
な
曲
線
を

描
い
て
い
ま
す
。

　
「
田
毎
の
月
」
で
も
知
ら
れ
る
「
姨
捨
の

棚
田
」
は
、
日
本
が
将
来
に
わ
た
っ
て
残
し

て
い
く
べ
き
国
の
名
勝
で
、
重
要
文
化
的

景
観
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
た

の
も
棚
田
を
潤
す
水
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

で
す
。
先
に
紹
介
し
た
三
峰
山
の
周
辺
の

山
に
降
っ
た
雨
や
雪
解
け
水
が
、
地
下
に

浸
透
し
て
地
下
水
と
な
り
、
そ
れ
が
大
池

の
近
く
に
湧
き
出
し
て
い
ま
す
（
弁べ

ん
ざ
い
て
ん

財
天
）。

大
池
だ
け
で
な
く
、
三
峰
山
の
山
麓
に

は
「
八や

わ

た幡
の

七な
な
が
し
ら頭

」
と
呼
ば

れ
る
、
清
水
が

湧
き
出
し
た
と

こ
ろ
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
。

こ
の
水
を
秋
か

ら
春
に
か
け
て

池
に
た
め
て
お

き
、
棚
田
全
体

に
水
を
配
っ
て

い
き
ま
す
。　

斜
面
に
階
段
状
に
つ
く
ら
れ
た
田
が
棚

田
で
す
が
、
棚
田
の
美
し
さ
を
表
現
す
る

と
き
、
水
を
張
っ
た
小
さ
な
田
一
枚
一
枚

に
月
が
映
る
様
子
を
日
本
人
は
古
来
「
田た

ご
と毎

の
月つ

き

」
と
呼
ん
で
き
ま

し
た
。
階
段
状
の
田
と
は
い
え
、
実
際
に
同
じ
場
所
か
ら
は
同
時
に

い
く
つ
も
の
月
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
心
の
中
に

は
田
そ
れ
ぞ
れ
に
月
が
映
っ
て
い
る
様
子
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
べ
だ
と
、「
田
毎
の
月
」
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
文

献
に
登
場
す
る
の
は
、川か

わ
な
か
じ
ま
か
っ
せ
ん

中
島
合
戦
終
盤
の
永え

い
ろ
く禄

７
年
（
１
５
６
４
）、

上う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん

杉
謙
信
が
さ
ら
し
な
の
里
の
武た

け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
に
戦
勝
を
祈
っ
た
願が

ん
も
ん文

に
書
か
れ
た
「
田た

ご
と
ま
ん
げ
つ
の
け
い

毎
満
月
之
景
」
で
す
。
つ
ま

り
、
今
か
ら
４
５
０
年
前
に
は
、
さ
ら
し
な
の

「
田
毎
の
月
」
が
、
戦
国
時
代
の
新
潟
の
有
力
武

将
に
も
知
ら
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
徳
川
家
康
を
最
大
の
窮
地
に
追
い
込
ん
だ

真さ
な
だ
の
ぶ
し
げ

田
信
繁
（
幸ゆ

き
む
ら村

）
の
兄
の
信
之
も
、
松ま

つ
し
ろ
は
ん

代
藩
の

初
代
藩
主
に
な
っ
た
後
、
京
都
の
知
人
に
、
領
地

に
「
田
毎
の
月
」
が
あ
る
こ
と
を
自
慢
す
る
手
紙

を
出
し
て
い
ま
す
。

芭
蕉
も
見
た
姨
捨
の
棚
田

　
「
姨
捨
の
棚
田
」
が
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
松
尾
芭
蕉
が
さ
ら
し
な

の
月
を
見
に
訪
ね
た
こ
と
で
す
。
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う

享
５
年
（
１
６
８
８
）
の
こ
と
で
、「
更
科
紀
行
」

を
書
き
ま
し
た
。
明
和
６
年
（
１
７
６
９
）
に
は
、「
芭ば

し
ょ
う
お
う

蕉
翁
面お

も
か
げ
づ
か

影
塚
」
が
芭
蕉
の
門も

ん
じ
ん人

の
加か

や舎
白し

ら
お雄

や
地
元
の
坂さ

か
い井

鳥ち
ょ
う

奴ぬ

ら
に
よ
っ
て
、
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺

の
境
内
に
建
て
ら
れ
、
さ
ら
に
観
光
名
所
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
こ
の
文
学
碑
が
長
楽
寺
に
建
て
ら
れ
た
最
初
の
も
の

で
、
以
降
多
く
の
文ぶ

ん
じ
ん人

が
さ
ら
し
な
を
訪
ね
て
俳
句
や
和
歌

を
詠
み
、
現
在
は
毎
年
中
秋
の
こ
ろ
、
全
国
俳
句
大
会
が
開

か
れ
て
い
ま
す
。
加
舎
白
雄
は
「
さ
ら
し
な
は
田
の
都
な
り

今
日
の
月
」
と
い
う
句
も
作
っ
て
お
り
、白
雄
に
と
っ
て
「
月

の
都
」
は
「
田
の
都
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
国
の
重
要
文
化
的
景
観
に
は
、
棚
田
だ
け
で

な
く
、
棚
田
に
水
を
供
給
す
る
大
池
近
く
の
水

源
「
弁
財
天
」
の
お
社

や
し
ろ

周
辺
か
ら
湧
き
出
す
水

と
、
流
れ
る
ル
ー
ト
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
ま

す
。（
上
の
地
図
の
赤
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
）。

棚
田
の
景
観
だ
け
で
な
く
、
棚
田
を
潤
す
水
が

今
も
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
し
、
そ
れ
が
棚
田
の

景
観
美
を
形
成
・
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
重
要

文
化
的
景
観
の
大
事
な
要
素
な
の
で
す
。

　

弁
財
天
は
河
川
の
神
様
で
も
あ
り
ま
す
。
斜

面
か
ら
は
１
本
、
太
い
流
れ
が
出
て
お
り
、
こ

ん
こ
ん
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
で
す
。
こ

れ
だ
け
で
な
く
弁
財
天
周
辺
か
ら
は
あ
ち
こ

ち
か
ら
水
が
し
み
出
し
て
い
ま
す
。
降
っ
た

雨
水
が
長
い
年
月
を
経
て
こ
こ
に
湧
き
出
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
水
の
流
れ
が
通
る
川
が

「
更さ

ら
し
な
が
わ

級
川
」
で
す
。

「
姨
捨
の
棚
田
」
の
棚
田
米
は
、
第
17
回
米
・
食
味
分
析
鑑
定
コ
ン

ク
ー
ル
（
２
０
１
５
年
11
月
）
で
、プ
レ
ミ
ア
ム
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

姨
捨
の
棚
田
の
さ
ら
に
高
地
の
山
に
し
み
込
ん
だ
雨
水
に
木
々
の
養

分
が
溶
け
込
ん
だ
水
と
、
地
滑
り
に
よ
っ
て
で
き
た
粘
土
質
の
土
壌
、

さ
ら
に
天
日
干
し
が
味
を
高
め
て
い
ま
す
。
千
曲
市
は
、
こ
の
棚
田

米
の
普
及
と
販
売
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

 
姨
捨
の
棚
田

（
国
の
名
勝
、
重
要
文
化
的
景
観
）

一
枚
一
枚
の
田
に
月
が
映
る
「
心
の
景
色
」

歌川広重の「信濃 更科田毎月 鏡台山」
　　　　　　（千曲市教育委員会提供）

水源まで含めて
国の重要文化的景観

（千曲市教育委員会提供）

田
毎
の
月

オーナー制で耕作される姪石庵周辺の棚田。左奥が冠着山（姨捨山）。小型無人機ドローンで撮影した動画から。
動画はＤＶＤ化され、エリアネット更埴で購入（500 円）できます
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 「姨捨の棚田」1950年代ごろ

長楽寺

　
「
姨
捨
の
棚
田
」
を
ポ
ス
タ
ー

で
紹
介
す
る
と
き
に
よ
く
使
わ

れ
る
景
観
が
上
の
写
真
で
す
。

尾
根
の
上
に
並
ぶ
棚
田
、
そ
の

背
景
に
は
善ぜ

ん
こ
う
じ
だ
い
ら

光
寺
平
（
長
野
盆

地
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
姨
捨
の

棚
田
」
特
有
の
、
奥
行
き
あ
る

景
観
が
楽
し
め
ま
す
。

　

尾
根
の
上
の
土
壌
は
、
普
通

は
薄
く
、
農
業
に
は
適
し
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
姨
捨
地
域
は
、

尾
根
も
含
め
て
、
た
び
重
な
る

三み
つ
み
ね
さ
ん

峰
山
の
地
滑
り
に
よ
り
つ
く

ら
れ
た
土
壌
な
の
で
、
表
面
に

あ
っ
た
土
壌
が
地
滑
り
の
時
、

地
下
深
く
ま
で
混
じ
り
込
み
、

土
壌
も
厚
く
な
っ
て
、
農
作
物

を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地

す
べ
り
地
の
土
壌
は
粘
土
が
混

じ
り
、
水
田
の
水
漏
れ
が
少
な

い
だ
け
で
な
く
、
お
い
し
い
コ

メ
を
作
る
の
に
も
適
し
て
い
る

と
い
わ
れ
ま
す
。

◆
三
峰
山
崩
壊

　
「
姨
捨
の
棚
田
」
の
土
壌
の
元

は
、
５
０
０
～
３
０
０
万
年
前
に

噴
出
し
た
三
峰
山
の
火
山
灰
や

溶
岩
の
か
け
ら
で
す
。
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺

の
姨お

ば
い
し石

や
棚
田
の
中
の
姪め

い
い
し石

な

ど
の
大
き
な
岩
石
は
、
溶
岩
の

小
さ
な
か
け
ら
が
、
ま
だ
熱
い

う
ち
に
火
山
灰
な
ど
と
一
緒
に

固
ま
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
も

地
滑
り
に
乗
っ
て
下
っ
て
き
ま

し
た
。

　

上
の
図
を
見
な
が
ら
次
を
お

読
み
く
だ
さ
い
。
最
初
の
大
き

な
地
滑
り
は
、
35
万
年
ほ
ど
前
、

三
峰
山
の
頂
上
付
近
で
発
生
し

ま
し
た
。
現
在
、
ゴ
ル
フ
場
（
千

曲
高
原
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
）

に
な
っ
て
い
る
平
坦
地
が
、
地

す
べ
り
の
出
発
地
で
す
。

　

次
の
大
き
な
地
滑
り
は
10
万

年
前
に
発
生
し
、
そ
の
時
、
の

ち
に
「
姨
捨
の
棚
田
」
に
水
を

供
給
す
る
大
池
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
こ
の
地
滑
り
し
た
土

壌
の
一
部
が
何
回
か
地
す
べ
り

を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
で
年
代
の
わ
か
っ
て
い
る
の

は
、
１
万
３
千
年
前
、
３
千
年

前（
縄
文
時
代
末
）の
２
回
で
す
。

「
姨
捨
の
棚
田
」
は
、
数
多
く
の

地
滑
り
の
結
果
で
き
た
崩
積
土

で
で
き
て
い
ま
す
。

◆
活
断
層
の
間
に
挟
ま
れ
る

　

で
は
、
な
ぜ
三
峰
山
の
山
麓

で
度
重
な
る
地
滑
り
が
起
き
た

の
か
？　

実
は
長
野
県
北
部
の
、

千
曲
川
の
西
側
を
走
る
長
野
盆

地
西
縁
活
断
層
（
飯い

い
や
ま山

―
長
野

―
千
曲
）
と
、
糸い

と
い
が
わ

魚
川-

静
岡
活

断
層
（
小お

た
り谷

―
白は

く
ば馬

―
大お

お
ま
ち町

―

松
本
）
と
に
挟
ま
れ
る
地
域
は
、

日
本
の
中
で
も
地
滑
り
地
が
最

も
密
集
し
て
い
る
地
域
で
す
。

二
つ
の
活
断
層
の
活
動
に
よ
っ

て
地
面
が
隆
起
す
る
活
動
が
激

し
く
、
し
か
も
地
質
が
粘
土
に

な
り
や
す
い
泥
岩
や
火
山
灰
の

多
い
地
域
で
す
。
三
峰
山
の
地

滑
り
地
も
そ
の
中
の
一
つ
で
す
。

　

三
峰
山
の
最
初
の
地
滑
り
は

35
万
年
前
に
起
き
た
と
紹
介
し

ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
は
、
長

野
盆
地
西
縁
活
断
層
が
活
動
を

始
め
、
姨
捨
地
域
が
そ
の
地
殻

変
動
の
影
響
を
受
け
始
め
た
時

期
と
ほ
ぼ
重
な
り
ま
す
。
こ
の

地
殻
変
動
が
激
し
く
な
り
、
三

峰
山
の
山
体
が
不
安
定
に
な
り
、

さ
ら
に
地
滑
り
し
や
す
い
地
質

で
あ
っ
た
た
め
、
巨
大
地
滑
り

が
発
生
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
「
姨
捨
の
棚
田
」

の
原
点
で
す
。

（
信
州
大
学
名
誉
教
授

　
　
　
　塚
原
弘
昭
＝
地
震
学
）

「
姨
捨
の
棚
田
」は

ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
か
？

姨捨駅
一本松踏切

篠ノ井線

日本三大車窓の一つ、姨捨駅
　「姨捨の棚田」の上方、標高551ｍにあるＪ
Ｒ東日本の駅。全国でも数少ないスイッチバッ
ク方式を採用。ホームから見下ろす棚田と善
光寺平は日本三大車窓の一つに数えられてい
ます。日本経済新聞社のアンケートで2007年
は「足を延ばして訪れて見たい駅」の全国2
位に、2008年には駅周辺が「お月見ポイント

第1位」に選ばれました。ＪＲ東日本は2017年から豪華寝台列車「四季島」
を姨捨駅に立ち寄らせ、善光寺平の眺望を楽しんでもらうツアーを開始。善光
寺平は甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信による川中島合戦の場でもあります。

　「姨捨の棚田」では稲作の体験もできます。代々にわたって耕作してきた羽尾や大池、姨捨集落の人たちと一緒に、市内外
の人に「棚田オーナー」になってもらい耕作が行われています。毎年５月下旬に田植え、９月下旬に稲刈り、２週間ほど「は
ぜ架け」で天日干しされ、10 月上旬に収穫します。その様子の動画が、右のＱＲコードにスマホをかざすと見ることができます。
地元のフォークグループらが参加して作った「棚田姫」という歌や演奏と一緒にご覧ください。
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さ
ら
し
な
の
里
が
多
く
の
人
の
あ
こ
が
れ

に
な
っ
た
の
は
、
古
代
か
ら
大
勢
の
人
が
行

き
交
っ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
、
都

と
各
地
を
結
ぶ
国
道
が
造
ら
れ
た
の
で
す

が
、
長
野
県
を
通
り
東
日
本
に
通
じ
る
国
道

は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
と
呼
ば
れ
、
そ
の
支
道
が
冠
着
山

の
北
西
側
の
峠
を
越
え
、
日
本
海
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

東
山
道
の
支
道
は
、
現
在
の
千
曲
市
御み

麓ろ
く

の
上
方
の
古こ

と
う
げ峠

越
え
の
道
で
、
奈
良
時
代
に

は
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

（
そ
の
西
に
並
行
し
て
通
る
一い

っ
ぽ
ん
ま
つ
と
う
げ

本
松
峠
越
え

説
も
あ
り
ま
す
）。
こ
れ
は
中
央
（
都み

や
こ

）
と

地
方
と
を
結
ぶ
街
道
で
あ
り
、
さ
ら
し
な
の

里
に
は
都
か
ら
の
役
人
や
物
資
が
行
き
交

い
、
情
報
や
文
化
が
交
換
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
月
の
都
さ
ら
し
な
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、

こ
う
し
た
道
を
通
じ
て
都
の
人
に
伝
わ
り
ま

し
た
。
さ
ら
し
な
の
里
に
現
れ
る
美
し
い

月
、
そ
し
て
道
沿
い
の
美
し
い
景
観
や
風
土

に
つ
い
て
の
情
報
が
、
都
に
運
ば
れ
た
の
で

す
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
古こ

き
ん
わ
か
し
ゅ
う

今
和
歌
集
の
和

歌
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨

山
に
照
る
月
を
見
て
」
も
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

東
山
道
の
支
道
は
江
戸
時
代
に
「
善
光
寺

街
道
」
に
発
展
し
ま
す
。
こ
の
呼
び
名
は
多

く
の
人
の
目
的
地
が
「
一
生
に
一
度
は
参
れ
」

と
い
わ
れ
た
善
光
寺
だ
っ
た
た
め
。
街
道
沿

い
の
稲
荷
山
宿
は
物
資
の
一
大
集
積
地
、
明

治
は
北
信
濃
一
の
商
業
地
に
な
り
「
北
信
濃

の
商
都
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
歴
史

の
中
で
で
き
た
蔵
の
街
並
み
は
２
０
１
４

年
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
重じ

ゅ
う
で
ん
け
ん

伝
建
）
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
か
ら
小こ

も
ろ諸

、
上う

え
だ田

、
さ
ら
に
現
在

の
千
曲
市
を
通
り
日
本
海
に
通
じ
て
い
た

北ほ
っ
こ
く
か
い
ど
う

国
街
道
も
重
要
で
す
。
信し

な
の濃

追お
い
わ
け分

（
軽
井

沢
町
）
に
は
、
桜
の
花
で
有
名
な
奈な

ら良
の

吉よ
し
の野

と
さ
ら
し
な
の
月
を
並
び
称
す
石
の
道

し
る
べ
が
建
ち
、
さ
ら
し
な
の
美
し
さ
は
旅

人
に
よ
っ
て
さ
ら
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。

 
さ
ら
し
な
へ
の
道

善
光
寺
街
道
の
稲
荷
山
宿
は
、
戦
国
時

代
の
天
正
12
年
（
１
５
８
４
）、
越え

ち
ご後
の

上う
え
す
ぎ
か
げ
か
つ

杉
景
勝
に
よ
っ
て
城
下
町
と
し
て
形
成
さ

れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
江
戸
時
代
は「
一

か
月
に
何
度
も
商
品
を
販
売
す
る
市
が
開
か

れ
、
家
の
数
は
５
０
０
軒
も
あ
っ
た
」（「
善

光
寺
道
名
所
図ず

え絵
」
１
８
４
９
年
刊
）
と
記

さ
れ
る
ほ
ど
に
ぎ
わ
い
、
明
治
時
代
以
降
、

北
信
濃
随
一
の
商
都
に
発
展
し
ま
し
た
。
弘

化
４
年
（
１
８
４
７
）
の
善
光
寺
大
地
震
の

と
き
は
火
災
で
焼
失
し
ま
し
た
が
、
再
建
も

速
く
、
街
道
に
沿
っ
て
重
厚
な
雰
囲
気
の
耐

火
構
造
の
土
壁
の
商
家
が
数
多
く
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
当
時
の
繁
栄
を
伝
え
る
家
並
み
が

今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

善
光
寺
街
道

　
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
め
に
整
備
さ
れ
た
道
で
す
。
洗せ

ば馬
（
長
野
県
塩

尻
市
）
～
善
光
寺
（
長
野
市
）
間
の
約
80
㎞
、
12
の
宿
場
と
三
つ
の
峠
で
結
ぶ

庶
民
の
道
・
信
仰
の
道
で
す
。
中
山
道
の
洗
馬
か
ら
北
に
進
路
を
変
え
、
松
本

を
経
て
山
間
地
に
入
り
、
猿さ

る
が
ば
ん
ば
と
う
げ

ヶ
馬
場
峠
を
越
え
、
稲
荷
山
宿
に
至
り
ま
す
。
そ

し
て
篠し

の
の
い
お
い
わ
け

ノ
井
追
分
で
北
国
街
道
に
合
流
、

善
光
寺
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
城
下
町
の

松
本
と
門
前
町
の
善
光
寺
と
い
う
信
濃
の

経
済
・
文
化
の
中
心
地
を
結
ぶ
人
や
物
資

移
動
の
大
動
脈
で
も
あ
り
ま
し
た
。
旅
人

に
と
っ
て
は
、
峠
か
ら
望
む
善
光
寺
平
の

光
景
は
極
楽
浄
土
の
よ
う
に
見
え
、
姨
捨

山
（
冠
着
山
）
に
か
か
る
月
は
阿
弥
陀
如

来
に
も
見
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

感
動
か
ら
、
さ
ら
し
な
を
詠
ん
だ
数
多
く

の
句
や
歌
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
し
な
の
里
を
歩
き
た
い
と
き
は
、
千
曲
市
川
西
地
区
振
興
連
絡
協
議

会
が
作
っ
た
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
が
お
勧
め
で
す
。
冠
着
山
に
登
る
ル
ー

ト
を
は
じ
め
、
昔
の
道
を
実
際
に
歩
け
る
よ
う
復
元
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
し
な
の
里
の
歴
史
文
化
、
景
観
の
魅
力
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

北
国
街
道

花
の
吉
野
・
月
の
さ
ら
し
な

　
江
戸
か
ら
信
濃
に
通
じ
る
中
山
道
か

ら
分
か
れ
、
小
諸
や
上
田
を
通
り
日
本

海
に
達
し
て
い
た
街
道
。
分
岐
点
の

信し
な
の
お
い
わ
け

濃
追
分
に
は
「
さ
ら
し
な
は
右 

み
吉

野
は
左
に
て 

月
と
花
と
を
追
分
の
宿
」

と
刻
ま
れ
た
、「
分わ

か
さ去

れ
の
道
標
」
と
呼

ば
れ
る
石
の
道
し
る
べ
が
あ
り
ま
す
。

右
に
行
く
と
月
の
都
の
さ
ら
し
な
の

里
が
あ
り
、
左
に
行
く
と
桜
で
有
名
な

奈
良
の
吉
野
に
至
る
と
い
う
意
味
。
さ

ら
し
な
へ
の
あ
こ
が
れ
の
強
さ
を
示
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス
は

２
０
１
５
年
、
そ
の
歴
史
を
再
発
見
す

る
た
め
、
吉
野
山
の
世
界
文
化
遺
産
登

録
に
尽
力
し
た
方
を
招
き
、
冠
着
山
登

山
と
講
演
会
を
行
い
ま
し
た
。

人
々
が
行
き
交
い
、
里
の
魅
力
を
全
国
に

東
と う さ ん ど う

山道の支道　

錦
に し ご り

織（松本市四
し が

賀）で東山道の本道と分岐して北陸道へと向か
うルート。立

たちとうげ

峠の筑
ち く ま ぐ ん

摩郡と更級郡の境）を越え乱
みだればし

橋を過ぎ、さ
らに冠着山西方の古

こ と う げ

峠を越え善光寺平に出ます。

奈良の吉野山 追分の「分去れの道標」

東山道の支道が通じていた古峠から見たさらしなの里と信州千曲市

（千曲市教育委員会提供）

稲
荷
山
宿
（
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
）
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◆
武た

け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
の
大だ

い
と
う
さ
い

頭
祭

　
　
（
国
の
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

さ
ら
し
な
の
里
で
営
ま
れ
る
祭
り
で
最

も
大
き
な
規
模
で
行
わ
れ
る
の
が
、
千
曲

市
八
幡
の
武
水
別
神
社
（
写
真
下
）
の

大だ
い
と
う
さ
い

頭
祭
で
す
。

　

そ
の
年
の
稲
の
収
穫
を
祝
う
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
で
、

毎
年
12
月
10
日
か
ら
14
日
に
か
け
て
行
わ

れ
ま
す
。
文ぶ

ん
ろ
く禄

元
年
（
１
５
９
２
）
か
ら

４
０
０
年
以
上
に
渡
っ
て
受
け
継
が
れ
て

い
る
、
さ
ら
し
な
の
里
の
冬
の
訪
れ
を
告

げ
る
風
物
詩
で
、「
お
八は

ち
ま
ん幡

さ
ん
の
お
練ね

り
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

大
頭
祭
は
八や

わ
た幡

、
羽は

ね
お尾

、
五ご

か加
の
三
つ

の
地
区
の
氏う

じ
こ子

の
中
か
ら
こ
の
祭
り
を
中

心
に
な
っ
て
行
う
「
頭と

う
に
ん人

」
５
人
が
選
ば

れ
ま
す
。
そ
の
中
の
最
高
位
の
三さ

ん
ば
ん
と
う

番
頭
の

こ
と
を
「
大だ

い
と
う頭

」
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
た

め
祭
り
の
名
前
が
「
大
頭
祭
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

頭
人
は
毎
日
１
人
ず
つ
、
斎さ

い
の
も
り森

神
社
か

ら
武
水
別
神
社
ま
で
お
練
り
（
大
門
行
列
）

を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
翌
日
の
夜
、
そ
の
年

に
収
穫
し
た
米
を
神
前
に
お
供
え
す
る

御ご

く

づ

供
積
み
を
行
い
ま
す
。

　

お
練
り
の
行
列
に
は
、
頭
人
そ
れ
ぞ
れ

が
趣
向
を
凝
ら
し
て
花
笠
踊
り
や
獅
子
舞
、

提ち
ょ
う
ち
ん灯

行
列
、
宝
船
な
ど
の
出
し
物
を
出
し

ま
す
。
宝
船
か
ら
は
「
御
供
」
の
菓
子
や

み
か
ん
、
日
用
品
が
見
物
人
に
ま
か
れ
、

そ
れ
を
拾
う
人
々
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

さ
ら
し
な
の
里
の

   
伝
統
行
事

　　さらしなの里の主な伝統行事（まつり）

　　 期日　　 　　　　   行事　　　　 　  場所・地区

　１月 ５日　　武水別神社お田植え神事　　 八幡

　４月 17 日　    　     智識寺例大祭　 　　　 上山田

　７月 中旬　　           稲荷山祇園祭　 　　　 稲荷山

　７月 中旬　       戸倉上山田温泉夏祭り　 戸倉上山田温泉

　７月 28 日　    　 冠着神社例大祭　　　  冠着山頂

　８月 ９日　    長谷観音三十三献灯祭　　 　塩崎

　８月 16 日　    　   大池百八灯　　　　　　 大池

　９月 14 日　      武水別神社仲秋祭　　　       八幡

　９月 下旬　        波
は

閇
べ

科
し な

神社仲秋祭　　 　　上山田

  11 月 23 日　     佐
さ ら し な

良志奈神社新嘗祭　　         若宮

  12 月 10-14 日     武水別神社大頭祭         　　  八幡

◆稲
い な り や ま

荷山祇
ぎ お ん

園祭
まつり

（７月中旬）
　江戸時代から続く千曲市稲荷
山地区の夏祭り。稲荷山は明治
時代、物資がたくさん集まり、
金融も発展した「北信濃の商都」
として繁栄し、祇園祭も豪華さ
とにぎわいで有名でした。今も
住民の繁栄を祈願するため、地
区内で神輿の巡行と勇獅子の舞いが行われます。千曲市指定の無形
民俗文化財です。

◆戸倉上山田温泉夏祭り（７月中旬）
　ときに洪水をもたらしてき
た千曲川を鎮めたいと、千曲
市を代表する温泉街に水天宮
をまつったことに由来する祭
り で、 大 正 13 年（1924） に
始まりました。今では勇獅子
や芸妓衆を先頭に４基の神輿
が地域の発展や家内安全、子
孫繁栄を願い戸倉上山田温泉街を練り歩きます。フィナーレは光と
音との花火大会で祭りを盛り上げます。

◆
大お

お
い
け池

の
百ひ

ゃ
く
は
っ
と

八
灯

　
　（千
曲
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）

　
「
姨
捨
の
棚
田
」
の
さ
ら
に
高
地
、
棚
田
を

潤
す
水
の
水
源
が
あ
る
集
落
が
大
池
集
落
で

す
。
こ
こ
で
は
小こ

ま
つ
ひ
め

松
姫
を
供
養
す
る
「
大
池

の
百
八
灯
」
と
呼
ば
れ
る
送
り
火
行
事
（
写

真
左
）
が
、
４
０
０
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、

毎
年
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
松
姫
は
２
０
１
６
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ
「
真さ

な
だ
ま
る

田
丸
」
の
主
人
公
、
真さ

な
だ
の
ぶ
し
げ

田
信
繁

（
幸ゆ

き
む
ら村

）
の
兄
で
あ
る
信の

ぶ
ゆ
き之

の
妻
で
す
。
小
松

姫
は
徳
川
家
康
の
有
力
家
臣
、
本ほ

ん
だ
た
だ
か
つ

多
忠
勝
の

娘
で
し
た
が
、
家
康
の
養
女
と
な
り
天
正
14

年
（
１
５
８
６
、
諸
説
あ
り
）、
真
田
信
之
に

嫁
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、大
池
新
田
村
（
現

在
の
大
池
集
落
）
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
小
松
姫
が
元げ

ん
な和

６
年
（
１
６
２
０
）、

亡
く
な
っ
た
の
で
、
大
池
新
田
村
で
は
小
松

姫
を
供
養
す
る
た
め
に
「
大だ

い
こ
う
あ
ん

皓
庵
」
と
い
う

お
堂
を
建
て
、
お
盆
の
８
月
16
日
の
夕
方
に

は
送
り
火
を
た
き
、
命
日
の
２
月
24
日
に
は
、

だ
ん
ご
を
作
り
供
養
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

百
八
灯
は
、
更さ

ら
し
な
が
わ

級
川
を
は
さ
ん
だ
大
池
集

落
の
対
岸
の
「
大お

お
み
ち道

」
と
呼
ぶ
道
沿
い
で
行

わ
れ
ま
す
（
写
真
右
）。
２
㍍
ほ
ど
の
間
隔
に

わ
ら
束
を
１
０
８
個
並
べ
、
夕
方
、
上
手
か

ら
火
を
つ
け
、
送
り
火
と
す
る
も
の
で
す
。

　

大
皓
庵
は
、
１
９
５
４
年
に
取
り
壊
さ
れ

地
区
公
民
館
に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

公
民
館
内
に
小
松
姫
を
ま
つ
る
仏
壇
が
設
け

ら
れ
、
毎
年
行
わ
れ
る
区
民
総
会
の
時
に
、

区
民
み
ん
な
で
供
養
し
て
い
ま
す
。　

　
武
水
別
神
社
の
名
前
は
、
平
安
時
代
の
全
国
の

神
社
を
記
し
た
「
延え

ん
ぎ喜

式し
き

神じ
ん
み
ょ
う名

帳ち
ょ
う

」
に
更
級
郡
の

有
力
神
社
と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
。
お
八
幡
さ

ん
の
愛
称
は
、
安
和
年
間
（
９
６
８
～
９
７
０
）

に
京
都
の
石い

わ
し
み
ず

清
水
八は

ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
の
神
の
分
霊
を
当
地

に
祀ま

つ

り
、
八
幡
宮
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
現
在
の
本
殿
は
江
戸
時
代
の
火
災
で
焼
失

し
た
後
、
嘉か

え
い永

３
年
（
１
８
５
０
）
に
諏
訪
の

宮
大
工
立た

て
か
わ川

和わ

し

ろ

う

四
郎
富と

み
ま
さ昌

が
再
建
し
た
も
の
で
、

彫
刻
は
見
応
え
が
あ
り
ま
す
。

（千曲市教育委員会提供）

（千曲市教育委員会提供）

　　　　（千曲市観光課提供）

　斎森神社を出発、大鳥居をくぐって武水別神社本殿に向かう頭人一行
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佐
野
川
温
泉

　
善
光
寺
街
道
沿
い
の
千
曲

市
桑
原
に
２
０
０
７
年
オ
ー

プ
ン
し
た
日
帰
り
温
泉
施

設
。
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

や
健
康

の
保
持

増
進
を

目
的
に

千
曲
市

が
つ
く

り
ま
し

た
。

　

さ
ら
し
な
の
里
に
は
、
温
泉
が
四
つ
あ

り
ま
す
。
戸と

ぐ
ら倉

上か
み
や
ま
だ

山
田
温
泉
、
八や

わ
た幡

温
泉
、

稲い
な
り
や
ま

荷
山
温
泉
、
佐さ

の野
川が

わ

温
泉
で
す
。

　

戸
倉
上
山
田
温
泉
と
八
幡
温
泉
、
稲
荷
山

温
泉
の
三
つ
は
、
昔
、
大
雨
が
降
る
と
千
曲

川
が
氾
濫
し
、
水
に
覆
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
し

た
が
、
水
の
流
れ
を
人
間
が
制
御
し
た
り
、

堤
防
を
つ
く
る
な
ど
し
て
、
治
水
が
し
っ
か

り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
立
地
が

か
え
っ
て
魅
力
に
な
り
ま
し
た
。
千
曲
川
の

下
流
に
向
か
っ
て
西
側
の
堤
防
の
千
曲
川
自

転
車
歩
行
者
専
用
道
（
さ
ら
し
な
ビ
ュ
ー
ラ

イ
ン
）
を
自
転
車
に
乗
っ
た
り
、
歩
い
た
り

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
い
ず
れ
も
堤
防
か
ら

す
ぐ
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
の
中
で
一
番
大
き
な
温
泉
場
の
戸
倉

上
山
田
温
泉
の
お
湯
は
、
肌
を
美
し
く
す

る
「
美
人
の
湯
」「
美
白
の
湯
」
と
も
呼
ば

れ
ま
す
。「
一
生
に
一
度
は
参
れ
」
と
言
わ

れ
た
善
光
寺
詣
で
を
す
る
人
や
、
文
学
者
た

ち
が
立
ち
寄
る
温
泉
と
し
て
大
変
に
ぎ
わ
っ

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
稲
荷
山
温
泉
も
、
白

い
キ
ツ
ネ
が

傷
を
癒
す
温

泉
が
始
ま
り

と
も
い
わ
れ
、

八
幡
温
泉
も

更
級
郡
の
中

心
の
神
社
の

武た
け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社

へ
の
参
拝
者

ら
が
利
用
し

ま
す
。
佐
野
川

温
泉
は
近
年
、

善
光
寺
街
道

沿
い
の
桑
原

地
区
に
掘
削

さ
れ
た
も
の

で
、「
竹ち

く
り
ん林

の

湯ゆ

」
と
し
て
街

道
を
歩
く
人
た
ち
の
疲
れ
も
癒
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
は
ま
さ
に
、
千
曲
川
の
ほ
と
り
、

体
と
心
の
健
康
を
増
進
さ
せ
る
さ
ら
し
な

の
里
の
温
泉
郷
で
す
。

 
さ
ら
し
な
温
泉
郷

　
　
　心
と
体
を
癒い

や

す
さ
ら
し
な
の
湯

「
さ
ら
し
な
温お

ん
せ
ん
き
ょ
う

泉
郷
」
っ
て
？

　
さ
ら
し
な
の
里
に
あ
る
四
つ
の
温
泉
場
を
「
さ
ら
し
な
温
泉
郷
」
と
表
現
し
て
み
ま
し
た
。
温
泉
場

は
千
曲
川
沿
い
、
さ
ら
し
な
の
里
の
景
観
や
歴
史
に
も
触
れ
ら
れ
る
千
曲
川
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
（
さ

ら
し
な
ビ
ュ
ー
ラ
イ
ン
）
の
そ
ば
に
あ
り
ま
す
。
旅
で
心
身
を
健
康
に
し
、
知
的
好
奇
心
も
満
た
し
た

い
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
し
な
の
里
の
魅
力
を
高
め
、
ゆ
っ
く
り
滞
在
し
て
も
ら
う
人
を
増
や
す

た
め
に
「
さ
ら
し
な
温
泉
郷
」
と
い
う
言
葉
で
Ｐ
Ｒ
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
で
す
。

稲
荷
山
温
泉 

白
ギ
ツ
ネ
が
傷
を
癒
し
た
？

　

長
野
県
千
曲
市
稲
荷
山
は
、
江
戸
時
代
は
善
光
寺
街
道
を
通
る
人
で
に
ぎ
わ

い
、
土
壁
づ
く
り
の
建
物
が
並
ぶ
街
並
み
は
壮
観
で
し
た
。
温
泉
も
あ
り
、
そ

の
歴
史
は
平
安
時
代
末
期
に
さ
か
の
ぼ
り
、
木き

そ曽
義よ

し
な
か仲

が
平へ

い
し氏

討
伐
の
た
め
北

信
濃
を
通
っ
て
京
都
に
上
る
と
き
、
稲
荷
山
で
白
い
キ
ツ
ネ
が
湯
煙
の
中
、
湧
泉

で
傷
を
癒
し
て
い
る
の
を
発
見
。
こ
れ
を
「
湯ゆ

の
崎さ

き

」
と
呼
び
、
村
人
が
利
用
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す

（「
杏き

ょ
う
せ
ん
か
く

泉
閣
」
Ｈ
Ｐ
か
ら
）。

　

１
９
５
４
年
、
当
時
の
稲
荷
山
町
が
地

下
を
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
湯
を
く
み
上
げ
、

町
と
地
域
住
民
が
共
同
出
資
し
て
ホ
テ
ル

杏
泉
閣
（
写
真
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

入
浴
だ
け
で
も
Ｏ
Ｋ
で
、
善
光
寺
街
道
を

歩
く
と
き
の
疲
れ
も
癒
せ
ま
す
。
宿
泊
や

宴
会
も
可
能
で
す
。

八
幡
温
泉 

名
物
う
づ
ら
も
ち

　
さ
ら
し
な
の
里
の
一
番
大
き
な
祭
り
「
大だ

い
と
う
さ
い

頭
祭
」
が
行
わ
れ
る
武た

け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
（
千
曲

市
八
幡
）
の
、
す
ぐ
横
に
あ
る
温
泉
（
ホ
テ
ル
う
づ
ら
や
）
で
す
。
武
水
別
神
社
は
平

安
時
代
の
「
延え

ん
ぎ
し
き
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

喜
式
神
名
帳
」
に
、
更
級
郡
を
代
表
す
る
神
社
と
し
て
名
前
が
載
り
、

長
野
県
全
域
か
ら
お
参
り
に
来
る
人
が
い
ま
す
。　
　
　

　
「
う
づ
ら
も
ち
」（
写
真
、
ホ
テ
ル
う
づ
ら
や
製
造
・
販
売
）
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

神
社
の
す
ぐ
東
隣
り
に
は
千
曲
川
が
流
れ
、
か

つ
て
こ
こ
に
鳥
の
ウ
ズ
ラ
が
た
く
さ
ん
い
た
こ

と
に
ち
な
み
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
政
年
間
に

誕
生
し
ま
し
た
。
ウ
ズ
ラ
は
、
鳴
き
声
が
「
ご

吉き
っ
ち
ょ
う兆

」
と
聞
こ
え
る
の
で
、
古
く
か
ら
「
縁

起
が
良
い
鳥
」 

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ね
り

餡あ
ん

を
ウ
ズ
ラ
の
形
に
包
み
、
武
水
別
神
社
の

「
御ご

く供
」
と
慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

戸
倉
上
山
田
温
泉

作
家
が
愛
し
た
湯
、
万
葉
歌
碑
の
公
園
も

　
戸
倉
上
山
田
温
泉
は
太
平
洋
戦
争
後
、
急
速
に
発
展
し
、
大
き
な
歓
楽
街
が
あ
る
信
州
随
一
の
温
泉

場
と
な
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
戸
倉
上
山
田
温
泉
の
歴
史
は
明
治
26
年
（
１
９
８
３
）、
坂さ

か
い
り
ょ
う
の
す
け

井
量
之
助
が
千
曲
川
の
河
畔
に
温
泉
を
開

湯
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
大
雨
に
よ
る
洪
水
な
ど
苦
難
に
何
度
も
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
並
々
な

ら
ぬ
努
力
と
生
涯
を
か
け
た
そ
の
信
念
と
苦
労
が
、
現
在
の
に
ぎ
わ
い
と
な
っ
て
結
実
し
ま
し
た
。
そ
の
功
績
は
、
温
泉
の
開
祖
、
坂
井
量

之
助
記
念
碑
と
し
て
千
曲
川
の
堤
防
に
設
置
さ
れ
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
戸
倉
上
山
田
温
泉
は
現
在
は
、
名
湯
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
健
康
と
温

泉
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
、「
温
泉
療
法
医
が
す
す
め
る
温
泉
」
と
し
て
選
定
し
た
も
の
で
、
心
身
を

癒
す
日
本
の
名
湯
で
す
。
肌
を
美
し
く
す
る
お
湯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
美
人
の
湯
」「
美
白
の
湯
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
戸
倉
上
山
田
温
泉
に
は
、
多
く
の
文
人
や
芸
術
家
が
大
正
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
訪
れ
ま
し

た
。
白
樺
派
の
小
説
家
の
有あ

り
し
ま
た
け
お

島
武
郎
の
日
記
に
は
、
大
正
時
代
の
宿
屋
の
模
様
や
千
曲
川
の
情
景

な
ど
が
書
か
れ
、
当
時
を
知
る
記
録
と
し
て
も
貴
重
で
す
。
多
く
の
日
本
人
作
家
に
影
響
を
与
え

た
志
賀
直
哉
も
滞
在
し
、「
豊ほ

う
ね
ん
む
し

年
蟲
」
と
い
う
幻
想
的
で
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
温
泉
街
と
周
辺
の
風

情
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
竹た

け
ひ
さ
ゆ
め
じ

久
夢
二
と
い
っ
た
当
時
の
人
気
画
家
も
戸
倉
上
山
田
温
泉
に

や
っ
て
き
て
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
千
曲
川
の
堤
防
の
一
角
に
は
、
万
葉
集
の
歌
を
彫
っ
た
歌
碑
が
い
く
つ
も
あ
る
千
曲
川
万
葉
公

園
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
信
濃
な
る
千
曲
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も
君
し
踏
み
て
ば
玉
と
ひ
ろ
わ
む
」

と
い
う
千
曲
川
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
万
葉
集
の
歌
に
ち
な
み
、
文
化
と
ロ
マ
ン
の
あ
ふ
れ
る
温
泉

で
あ
る
こ
と
を
世
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

戸倉上山田温泉街を舞台に行われる千曲川納涼煙火大会（© 千曲市観光協会）

（© 千曲市観光協会）

（© 千曲市観光協会）
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さ
ら
し
な
の
里
の
そ
ば
祭
り　

　
　
手
打
ち
さ
ら
し
な
の
実
演
も

　
さ
ら
し
な
そ
ば
の
名
前
に
な
っ
た
地
名
が
残
る
信
州
千

曲
市
で
２
０
１
６
年
11
月
５
日
、「
さ
ら
し
な
の
里
そ
ば
祭

り
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
昼
と
夜
の
２
部
に
分
か
れ
、
昼

の
部
で
は
信
州
各
地
の
そ

ば
が
味
わ
え
る
ブ
ー
ス
を

設
置
。
江
戸
ソ
バ
リ
エ
協

会
理
事
長
で
そ
ば
研
究
家

の
ほ
し
ひ
か
る
さ
ん
が
、

さ
ら
し
な
そ
ば
が
江
戸
時

代
の
江
戸
で
誕
生
し
た
こ

と
な
ど
を
紹
介
す
る
講
演

会
も
開
か
れ
ま
し
た
。

　
夜
の
部
で
は
、
手
打
ち

さ
ら
し
な
そ
ば
の
名
人
、
根
本
忠
明
さ
ん
が
さ
ら
し
な
粉

だ
け
（
さ
ら
し
な
十
割
）
の
さ
ら
し
な
そ
ば
を
つ
く
る
と

こ
ろ
を
実
演
し
ま
し
た
。
さ
ら
し
な
粉
の
白
さ
が
際
立
ち

ま
す
。
１
㍉
以
下
の
極
細
と
な
っ
た
そ
ば
を
か
つ
お
だ
し

の
冷
汁
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
が
す
が
し
い
食
感
。
参

加
者
か
ら
は
、
手
打
ち
さ
ら
し
な
そ
ば
の
全
国
コ
ン
テ
ス

ト
を
さ
ら
し
な
の
里
で
開
い
た
ら
い
い
の
で
は
と
い
う
声

も
出
ま
し
た
。

さ
ら
し
な
の
里
の
お
し
ぼ
り

　
　
　
　
　
　
　

 

う
ど
ん・そ
ば

　
「
お
し
ぼ
り
う
ど
ん
」
は
、
辛
味
大
根
の
し
ぼ
り

汁
に
み
そ
や
か
つ
お
節
、
ネ
ギ
な
ど
の
薬
味
を
入

れ
て
、
う
ど
ん
の
つ
け
汁
と
し
て
食
べ
る
伝
統
食

で
す
。
う
ど
ん
だ
け
で
な
く
、
そ
ば
に
も
合
い
ま

す
。
大
根
の
し
ぼ
り

汁
で
う
ど
ん
や
そ

ば
を
食
べ
る
の
は
、

だ
し
が 

発
達
し
て

し
ょ
う
ゆ
の
つ
ゆ

が
登
場
す
る
前
の

伝
統
的
な
食
べ
方

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

現
在
の
長
野
市
信し

ん
こ
う
ま
ち

更
町
と
同
市
塩
崎
（
と
も
に
旧

更
級
郡
）
と
の
境
に
あ
た
る
鳥と

っ
さ
か
と
う
げ

坂
峠
に
、
俳
人
松
尾

芭
蕉
の
句
「
蕎そ

ば麦
は
ま
だ
花
で
も
て
な
す
山や

ま
じ路

か
な
」

が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

唐
木
伸
雄
さ
ん
の
研
究
報
告
（
長
野
郷
土
史
研
究

会
の
機
関
誌
「
長
野
」
１
９
９
３
年
）
に
よ
る
と
、

こ
の
句
は
芭
蕉
が「
奥
の
細
道
」の
旅（
１
６
８
９
年
）

を
終
え
た
後
に
作
っ
た
句
。
弟
子
た
ち
が
訪
ね
て
き

た
の
で
、
新
そ
ば
で
も
て
な
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
、

ま
だ
花
の
時
期
だ
っ
た
た
め
、
そ
ば
の
花
の
風
情
を

も
て
な
し
に
し
た
と
い
う
意
味
で
、
石
碑
は
文
政
・

天
保
期
ご
ろ
、
１
８
０
０
年
代
前
半
の
建
立
だ
そ
う

で
す
。

鳥
坂
峠
は
更
級
郡
や
上か

み
み
の
ち
ぐ
ん

水
内
郡
の
山
間
地
で
あ
る

西に
し
や
ま山

の
村
人
が
稲
荷
山
宿
や
武た

け
み
ず
わ
け
じ
ん
じ
ゃ

水
別
神
社
へ
と
下
っ

て
き
た
山
路
。
西
山
の
村
々
で
は
麻
の
裏
作
と
し
て

秋
そ
ば
を
栽
培
し
て
お
り
、「
か
つ
て
は
こ
の
峠
を
登

れ
ば
白
い
そ
ば
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
山
路
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
見
た
」
と
唐
木
さ
ん
は
書
い
て
い
ま

す
。
そ
し
て
「
い
わ
ば
更
科
そ
ば
の
栽
培
処ど

こ
ろの

と
ば

口
が
こ
の
峠
に
あ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
句
碑
を
建
立

し
た
村
人
た
ち
は
芭
蕉
の
句
碑
の
風
雅
な
詩
情
を
、

そ
ば
処
に
住
む
同ど

う
も
ん門

と
し
て
、
こ
の
峠
路
を
往
来
す

る
人
々
へ
の
歓
迎
の
道
し
る
べ
と
し
た
。
自
分
た
ち

も
蕉
風
の
道
を
極
め
て
い
き
た
い
と
い
う
俳
諧
精
進

の
願
い
も
こ
め
ら
れ
た
蕎そ

ば
づ
か

麦
塚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
し
な
の
里
伝
統
の
そ
ば
打
ち　

　
千
曲
市
の
大お

お
た
わ
ら

田
原
地
区
は
、
標
高
約
８
０
０
㍍
の
山
間

地
。
家
庭
ご
と
に
古
く
か
ら
そ
ば
を
栽
培
し
、
祝
い
事

や
お
客
さ
ん
を
招
く
と
き
は
、
決
ま
っ
て
そ
ば
を
食
べ

る
習
慣
が
あ
り
、
そ
ば
と
縁
の
深
い
地
区
で
す
。
住
民

ら
で
運
営
す
る
や
ま
ぶ
き
食
堂
で
は
、
こ
の
地
に
伝
わ

る
手
打
ち
そ
ば
が
食
べ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
そ
ば
粉
だ
け

を
熱
湯
で
水
回
し
し
、
そ

こ
に
小
麦
粉
を
加
え
、
生

地
に
し
ま
す
。
こ
の
方
法

だ
と
そ
ば
の
風
味
が
強
く

な
る
そ
う
で
す
。
そ
ば
の

実
を
丸
ご
と
挽
い
た
挽ひ

き

ぐ
る
み
タ
イ
プ
の
田
舎
そ

ば
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
し
な
に
は
松
尾
芭
蕉
ゆ
か
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
蕎そ

ば麦
塚づ

か

」
が
あ
り
ま
す

　

そ
ば
は
産
地
な
ど
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
白
色
が
特
徴
の

「
さ
ら
し
な
そ
ば
」
の
さ
ら
し
な
は
、
長
野

県
千
曲
市
を
中
心
と
し
た
旧
更
級
郡
と
い

う
地
名
か
ら
取
ら
れ
ま
し
た
。「
さ
ら
し
な
」

が
白
色
と
つ
な
が
る
わ
け
は
、「
さ
ら
す
」

「
さ
ら
さ
ら
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ

る
よ
う
に
、
白
色
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
か

ら
で
す
。

　

た
だ
、
当
地
で
誕
生
し
た
そ
ば
で
は
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。「
蕎
麦
屋
の
系
図
」（
岩

崎
信
也
著
）
な
ど
そ
ば
に
関
係
し
た
史
料

に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
、
実
の
中
心
の
白

い
部
分
の
粉
で
そ
ば
を
つ
く
る
職
人
が
江

戸
で
広
め
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
職
人
の
店
と
さ
れ
る
の
が
、

１
７
９
０
年
（
寛
政
２
）
ご
ろ
、
現
在
の

東
京
・
麻あ

ざ
ぶ布

永な
が
さ
か坂

に
創
業
し
た
「
更
科
」

と
い
う
屋
号
の
そ
ば
屋
で
す
。
出
身
は
信

濃
国
保ほ

し
な
む
ら

科
村
（
現
長
野
市
若わ

か
ほ
ま
ち

穂
町
）。
近
く

の
更
級
郡
は
そ
ば
の
生
産
地
で
も
あ
っ
た

の
で
、
白
を
強
烈
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
「
さ

ら
し
な
」
の
名
前
を
使
っ
て
、
ほ
か
の
そ

ば
屋
と
の
違
い
を
出
し
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
「
更
科
」
と
い
う
屋
号
の
そ
ば
屋
の
近
く

に
は
大
名
屋
敷
や
有
力
寺
院
が
あ
り
、「
更

科
」
は
そ
こ
に
出
入
り
し
、「
更
科
」
の
そ

ば
は
高
級
そ
ば
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
し

た
。

　

江
戸
時
代
も
後
半
に
な
る
と
、
生
活
が

豊
か
に
な
っ
て
見
た
目
、
食
感
で
食
事
を

楽
し
も
う
と
い
う
機
運
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

白
色
は
も
と
も
と
神
聖
な
も
の
で
し
た
が
、

食
べ
る
も
の
に
ま
で「
白
」と
い
う
こ
と
で
、

大
名
を
は
じ
め
粋い

き

な
お
金
持
ち
に
迎
え
ら

れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

１
８
０
０
年
代
に
入
る
と
、「
更
科
」
と

言
え
ば
、
白
い
そ
ば
と
い
う
受
け
止
め
が

広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
白
い

そ
ば
が
さ
ら
し
な
そ
ば
で
あ
る
と
定
着
し

た
の
は
、
そ
ば
の
味
や
珍
し
さ
だ
け
で
な

く
、そ
の
そ
ば
を
「
さ
ら
し
な
」
と
呼
ぶ
と
、

食
べ
る
楽
し
み
が
い
っ
そ
う
増
す
と
み
ん

な
が
思
っ
た
か
ら
で
す
。
国
民
的
そ
ば
と

言
え
ま
す
。

 
さ
ら
し
な
そ
ば

　

さ
ら
し
な
そ
ば
が
白
い
の
は
、
実
の
中
心
の
白
い
部
分
を
使
う
か
ら
で
す
。
製

粉
の
時
に
最
初
に
出
る
の
で
「
一い
ち
ば
ん
こ

番
粉
」
ま
た
は
「
更さ
ら
し
な
こ

科
粉
」
と
呼
び
、
次
に
出

る
中
層
部
を
「
二
番
粉
」、
そ
の
次
が
外
層
の
「
三
番
粉
」。
す
べ
て
を
丸
ご
と
挽ひ

い
た
粉
を
挽
き
ぐ
る
み
と
い
い
ま
す
。
数
字
順
に
色
が
濃
く
香
り
が
強
く
な
り
ま

す
が
、
更
科
粉
は
そ
ば
の
香
り
は
少
な
い
も
の
の
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
甘
み
と
特

有
の
風
味
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
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編集後記　
　人生の豊かさとは一体何なのでしょうか？　心に響く感
動なくしてどうして豊かな人生と言えるでしょうか。さら
しなの里は美しく豊かです。さらしなには心に響く感動が
あります。
　初めての編集長で「どうなることやら？」を「何とかな
るさ」に切り替えて編集メンバーに助けられようやく発刊
になりました。メンバーは大学の名誉教授、市の歴史文化
財センター、社会教育委員、新聞記者、僧侶等みなさんベ
テランぞろい。
　メンバーそれぞれが、担当部門の調査研究をした原稿を
持ち寄り、毎月の編集会議に参加。会議のたびに「生まれ
も育ちも信州さらしな」「なのにどうしてこんなにも知ら
なかったのか」「えっ！そうだったのか」「へえ～」の連続。
時には激論の場にもなりました。
　この冊子は学術書でもなく出版社任せの冊子でもなく、
言わば手弁当の手作り冊子です。さらしなの里を愛するメ
ンバーが、未来を担う子供たちも生き生きと心地よく暮ら
せるように役立てたいと願って制作しました。冊子の活用
は多様に考えられます。いろんな形で活用していただけれ
ばうれしいです。
　大都会の持つ豊かさから、地方の持つ独自の個性あふれ
る豊かさに魅力を感じている人々が増えています。「美し
さらしな」を合い言葉に、さらしなの里をもっともっと魅
力的にする活動にご参加ください。

（編集長・西澤賢史）

　　　　平成 28 年度千曲市協働事業提案制度 採択事業
制作　さらしなの里ガイド冊子「美しさらしな」編集会議
発行　２０１７年３月
編集長　　西澤賢史
副編集長　大谷善邦
編集委員　上水清、岡沢慶澄、荻原光太郎、塚原弘昭、中村真仁、馬場條、堀口強、
丸山昇司、宮坂勝彦、森義一郎、森政教、山口盛男（以上さらしなルネサンス）、千曲
市歴史文化財センター（矢島宏雄、寺島孝典）
イラストマップ制作＝近藤しろう　　

参考文献　「蕎麦屋の系図」岩崎信也（光文社新書）、「古今さらしな集」「地名遺産 さらしな」大谷善邦（さらしな堂）、「月と日本建築」
宮元健次（光文社新書）、「信濃古歌集」平林富三（郷土出版社）、「藤原定家」村山修一（吉川弘文館）、「新古今集　後鳥羽院と定家の時代」
田淵句美子（角川選書）、「姨捨山の文学」矢羽勝幸（信濃毎日新聞社）、「長野県の地名」（平凡社）、「姨捨山の周辺」森嶋稔（さらしな
はにしな 8 号）、「続日本紀」（講談社学術文庫）、「姨捨棚田の文化的景観歴史的調査報告書」（千曲市教育委員会）、「姨捨棚田の文化的
景観保存計画書」（千曲市教育委員会）、「長野県千曲市武水別神社大頭祭民俗文化財調査報告 」（千曲市教育委員会）、「千曲川の今昔」
北陸建設弘済会発行、「最勝四天王院障子和歌全釈」渡邊裕美子（風間書房）、「長野県屋代遺跡群出土木簡」（長野県埋蔵文化財センター編）

〈
さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス
〉
っ
て
？

　
〈
さ
ら
し
な
ル
ネ
サ
ン
ス
〉
は
か
つ
て
「
月
の
都
」
と
し
て
日

本
中
の
人
が
あ
こ
が
れ
た
、
信
濃
の
国
の
「
さ
ら
し
な
」
の
地
名

を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り
団
体
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
の
天
皇
の

住
ま
い
の
京
都
御
所
に
「
さ
ら
し
な
の
里
」
の
ふ
す
ま
絵
が
あ
っ

た
り
、「
さ
ら
し
な
そ
ば
」の
名
前
に
使
わ
れ
た
り
と
、「
さ
ら
し
な
」

と
い
う
地
名
に
は
日
本
人
の
美
意
識
が
詰
め
込
ま
れ
、
特
別
の
ブ

ラ
ン
ド
力
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
し
な
の
シ
ン
ボ
ル
の
冠
着
山
（
姨

捨
山
）
が
あ
る
長
野
県
千
曲
市
の
川
西
地
域
を
中
心
に
「
さ
ら
し

な
の
里
」
と
呼
び
、
地
名
を
文
化
・
教
育
、
経
済
活
動
に
活
用
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
活
動
の
柱
は
２
本
。
１
本
は
冠
着
山
の
す
そ
野
全
域
を
住
民
の

舞
台
と
と
ら
え
、
魅
力
を
磨
き
あ
げ
る
あ
げ
る
こ
と
。
も
う
１
本

は
市
内
の
ほ
か
の
団
体
と
交
流
、
千
曲
市
と
も
協
働
し
、
さ
ら
し

な
の
地
名
を
活
用
し
た
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
。
そ
の
と
き
の

合
い
言
葉
が
「
美
し
さ
ら
し
な
」

で
す
。 

　
「
さ
ら
し
な
」
の
歴
史
文
化
や
魅

力
を
再
発
見
し
、
千
曲
市
内
外
に
発

信
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
上
の
写

真
）
も
開
設
し
て
い
ま
す
。
一
番
の

特
徴
は
さ
ら
し
な
が
好
き
な
人
た

ち
が
記
事
や
写
真
を
載
せ
る
「
さ
ら

し
な
ブ
ロ
グ
」
で
す
。
さ
ら
し
な
の

里
の
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
の
役
割
も

担
い
た
い
と
思
い
ま
す
。「
さ
ら
し

な
ル
ネ
サ
ン
ス
」
で
検
索
し
て
く
だ

さ
い
。
本
ガ
イ
ド
冊
子
の
内
容
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

千曲市協働事業提案制度

　長野県千曲市と住民団体が、市域全体の利益になる事業を一緒に行うこと。千曲市
が 2016 年度から始めた制度。さらしなルネサンスは、千曲市を中心としたさらしな
の里の歴史文化の再発見と経済活動の活性化を目指し、今回のガイド冊子の制作を提
案、採択されました。千曲市歴史文化財センターと 1 年をかけて制作しました。

「さらしなの里」がある信州千曲市　

信州千曲市
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冠着山（姨捨山）の古峠から見たさらしなの里


